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は
じ
め
に

　

播
磨
国
佐
用
郡
上こ

う

月づ
き

村
（
現
佐
用
郡
佐
用
町
）
で
庄
屋
・
大
庄
屋
を
勤
め
た
大
谷
家

（
註
１
）に

は
多
く
の
貴
重
な
古
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

（
註
２
）が

、
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
女

性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
状
類
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
筆
者
が
当
館
へ
着
任
し
て
以
来
、
ご
所
蔵
者
様
の
ご
協
力
の
も
と
少
し
ず

つ
解
読
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
定
期
的
に
コ
ー
ナ
ー
展
な
ど
で
公
開
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
は
当
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
女
た
ち
の
ひ
ょ

う
ご
―
千
姫
か
ら
緒
方
八
重
ま
で
―
」

（
註
３
）

で
も
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
展
は
「
ひ
ょ

う
ご
」
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち
に
つ
い
て
江
戸
時
代
を
中
心
に
紹
介
す
る
も
の
で
、
大
名
家

の
女
性
か
ら
商
家
や
庄
屋
の
家
の
女
性
な
ど
一
般
に
は
著
名
で
な
い
人
物
ま
で
取
り
上
げ

た
。
そ
の
際
に
最
も
強
く
意
識
し
た
の
は
、
当
時
の
女
性
た
ち
自
身
が
社
会
や
「
家
」
か

ら
求
め
ら
れ
与
え
ら
れ
た
立
場
や
役
割
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
振
舞
っ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

大
谷
家
文
書
に
含
ま
れ
る
女
性
た
ち
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
同
展
の
第
四
章
「
『
家
』

と
生
き
る
女
た
ち
」
で
取
り
上
げ
た
。
当
時
の
女
性
が
文
字
を
習
得
し
、
日
常
的
に
書
状

を
書
く
背
景
に
は
、「
家
」
同
士
の
交
流
や
贈
答
に
女
性
た
ち
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
読
み
書
き
は
そ
こ
で
必
要
な
能
力
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
紹

介
し
た
。
そ
し
て
、
女
性
た
ち
自
身
が
身
の
回
り
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
を
読
み
解
く
こ

と
は
、
公
的
な
文
書
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
、
彼
女
た
ち
の
内
面
に
迫
る
こ
と
で
も
あ
る
。

展
示
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
意
義
が
伝
わ
る
よ
う
、
少
し
で
も
多
く
の
書
状
を
紹
介
し
た
い

と
考
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、
読
み
に
く
い
く
ず
し
字
で
、
し
か
も
長
文
に
な
り
が
ち
な
書
状
は
内
容
が
難

解
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
来
館
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
た
め
、
な
か
な
か
展
示
し
づ
ら
い
。

展
示
の
際
に
は
全
点
に
翻
刻
で
は
な
く
現
代
語
訳
を
つ
け
る
な
ど
の
工
夫
を
し
、「
女
筆
」

な
ら
で
は
の
筆
跡
の
美
し
さ
や
面
白
さ
を
も
強
調
し
な
が
ら
解
説
し
た
。
ご
く
一
部
で
は

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
地
道
に
解
読
し
て
き
た
も
の
を
特
別
展
の
中
に
組
み
込
ん
で
公
開

で
き
た
こ
と
は
意
義
が
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
開
し
た
も
の
に
加
え
、
今
ま
で
展
示
と
い
う
か
た
ち
で
は

公
開
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
い
。
展
示
に
出
さ
な
か
っ
た
理
由
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
が
、
資
料
の
形
状
や
保
存
状
態
な
ど
物
理
的
な
理
由
も
あ
れ
ば
、
書
か
れ
て

い
る
内
容
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
多
く
充
分
な
説
明
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
理
由
に
よ
る

【
資
料
紹
介
】

　

 
近
世
播
磨
に
お
け
る
庄
屋
層
の
女
性
た
ち

　
　
　
　

―
佐
用
郡
上
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村
大
谷
家
文
書 

ゆ
う
の
書
状
を
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場
合
も
あ
る
。
特
に
書
状
は
筆
者
の
人
間
関
係
や
置
か
れ
て
い
る
環
境
な
ど
を
よ
く
理
解

し
て
い
な
い
と
解
読
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
本
稿
で
の
解
読
も
未
だ

詳
細
が
不
明
な
ま
ま
の
部
分
が
多
く
充
分
と
は
い
え
な
い
が
、
と
に
か
く
一
般
に
向
け
て

公
開
し
、
助
言
を
賜
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
書
状
の
う
ち
、

一
部
は
特
別
展
図
録
に
も
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
調
査
や
理
解
が
進

み
、
読
み
を
修
正
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
大
谷
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
永
富
家

（
註
４
）に

も
女
性
の
書
状
が
多
く
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
内
容
の
一
部
は
『
永
富
家
の
人
び
と
』・『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る

（
註
５
）。

本
稿
を
執
筆
す
る
う
え
で
も
こ
れ
ら
の
情
報
に
頼
っ
た
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

永
富
家
と
比
較
す
る
と
、
大
谷
家
に
残
さ
れ
た
女
性
の
書
状
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

し
か
し
、
永
富
家
に
残
さ
れ
た
書
状
と
は
全
く
別
の
物
で
あ
り
、「
家
」
と
し
て
の
交
友

関
係
や
立
場
も
異
な
る
の
で
読
み
解
く
意
義
は
大
き
い
。
両
家
の
情
報
を
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
江
戸
時
代
の
播
磨
地
域
に
お
け
る
庄
屋
・
大
庄
屋
層
の
家
の
女
性
た
ち
の
暮
ら
し

ぶ
り
が
よ
り
い
っ
そ
う
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
書
状
を
た
だ
列
挙
す
る
だ
け
で

は
雑
駁
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
大
谷
家
の
「
ゆ
う
」
と
い
う
女
性
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
紹
介
す
る
。

　
　

一
、
女
性
と
文
字

　

本
筋
に
入
る
前
に
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
文
字
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
女
性
に
と
っ
て
の
文
字
は
、
男
性
以
上
に
長
ら
く
公
家
や

武
家
な
ど
一
部
の
人
々
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
に
入
り
、
女
性
向
け
習
字
手
本

の
刊
行
や
寺
子
屋
の
普
及
に
よ
っ
て
、
文
字
を
書
く
こ
と
が
次
第
に
庶
民
女
性
に
も
広

が
っ
て
い
く
。
江
戸
時
代
も
後
期
に
な
る
と
、
女
性
が
日
常
的
に
日
記
や
書
状
を
書
い
た

り
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
男
性
に
比
べ
る
と
そ
の
機
会
は
は
る
か
に
少
な
く
、

【写真】大谷家外観
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よ
り
私
的
な
内
容
で
あ
る
た
め
か
、
そ
の
多
く
は
現
在
ま
で
に
失
わ
れ
、
我
々
が
目
に
す

る
こ
と
は
稀
で
あ
る

（
註
６
）。

大
谷
家
文
書
に
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
女
性
の
書
状
の
ほ
か
、
女

性
向
け
習
字
手
本
な
ど
も
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
女
性
た
ち
の
文
字
習
得
の

過
程
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
性
の
書
い
た
も
の
を
「
女
筆

（
註
７
）」

と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
本
稿
で
も
多
用

し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
女
性
向
け
習
字
手
本
の
書
名
に
は
「
女
筆
」
と
冠
さ
れ
て
い
る

も
の
も
多
く
、
当
時
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、「
女
筆
」
は

必
ず
し
も
女
性
が
書
い
た
も
の
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
書
風
や
内
容
が
女
性
向
け
で

あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
た
め
、男
性
が
女
性
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
な
ど
に
も
「
女
筆
」

の
特
徴
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
様
式
と
し
て
「
女
性
風
」
で
あ

る
こ
と
を
指
す
際
に
は
「
女
筆
」、女
性
自
身
が
書
い
た
も
の
は
「
女
性
の
（
書
い
た
）
書
状
」

と
い
う
よ
う
に
表
現
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。

　

「
女
筆
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
平
仮
名
中
心
の
優
美
な
散
ら
し
書
き
で
あ
る
こ
と
、

雁
行
様
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
雁
行
様
式
と
は
雁
の
飛
ぶ
さ
ま
の

よ
う
に
行
頭
を
ず
ら
し
て
書
く
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
文
字
の
く
ず
し
方
や
言
葉
遣
い
に
独
特
な
も
の
が
多
い
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
。
特
に
大
谷
家
文
書
に
含
ま
れ
る
女
性
の
書
状
に
は
「
も
じ
こ
と
ば
」
が
多
用
さ
れ

て
い
る
。
「
も
じ
こ
と
ば
」
は
、「
女

に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば

房
詞
」
の
一
つ
で
あ
る
。
「
女
房
詞
」
と
は
、
も
と

は
宮
中
の
女
房
の
間
で
用
い
ら
れ
、
近
世
に
武
家
や
町
人
の
女
性
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た

言
葉
で
、言
葉
の
一
部
に
「
お
」
や
「
も
じ
」
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
。
「
お
父
様
」
を
「
お

と
も
じ
様
」、「
気
持
ち
」
は
「
お
き
も
じ
」、「
先
日
」
は
「
先
も
じ
」
な
ど
と
い
っ
た
具

合
で
あ
る
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
板
増
補
女
重
宝
記
』
の
中

の
「
女
こ
と
ば
づ
か
ひ
の
事
」
と
い
う
項
目
に
は
、「
女
の
言
葉
ハ
片
言
ま
じ
り
に
や
ハ

ら
か
成
る
こ
そ
よ
け
れ
」「
万
の
詞
に
お
と
も
じ
と
を
付
や
わ
ら
か
す
べ
し
」
と
あ
る
。

「
お
」
や
「
も
じ
」
を
つ
け
る
こ
と
で
言
葉
の
響
き
が
や
わ
ら
か
く
な
り
、
上
品
な
言
い

回
し
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
後
期
に
も
な
る
と
、
優
美
さ

は
残
し
な
が
ら
も
、
徐
々
に
漢
字
を
多
用
し
た
実
用
的
な
書
風
・
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
の
が
一
般
的
な
流
れ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
書
状
は
い
ず
れ

も
、
こ
の
よ
う
な
「
女
筆
」
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。

　

女
性
の
書
状
は
、
こ
の
「
女
筆
」
の
規
範
に
の
っ
と
っ
た
形
式
で
、
上
品
さ
や
優
美
さ

を
も
っ
て
書
か
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
女
性
た
ち
は
よ
く
意
識
し
て
い
た
。

本
稿
の
最
後
で
ゆ
う
の
書
状
を
写
真
で
も
紹
介
し
て
い
る
が
、
新
年
挨
拶
状
の
三
通
な
ど

は
特
に
折
紙
一
枚
に
収
ま
る
よ
う
画
面
構
成
や
文
字
の
配
置
も
考
え
て
書
か
れ
て
お
り
、

書
状
と
い
う
よ
り
芸
術
的
な
作
品
と
い
っ
た
雰
囲
気
も
た
だ
よ
う
。
女
性
た
ち
に
と
っ
て

文
字
を
書
く
、
書
状
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
用
件
を
伝
え
る
だ
け
の
手
段
を
超
え

て
、
一
つ
の
文
化
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
特
別
展
の
解
説
で
は
文

字
の
書
き
ぶ
り
や
筆
跡
の
優
美
さ
、
散
ら
し
書
き
の
面
白
さ
に
も
注
目
し
て
も
ら
う
よ
う

誘
導
し
た
。
そ
の
一
部
は
図
録
に
も
収
録
し
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
写
真
版
で
そ

れ
ら
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　
　

二
、
大
谷
家
と
ゆ
う

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
ゆ
う
と
い
う
女
性
が
書
い
た
書
状
で
あ
る
。
ゆ
う
は
大
谷

家
の
第
六
代
・
五
左
衛
門
（
義
章
）
の
長
女
で
、
播
磨
国
揖い

っ
さ
い西

郡
山
田
村
（
現
た
つ
の
市
）

の
井
口
家
に
嫁
い
だ
。
母
・
ゆ
か
は
播
磨
国
揖
西
郡
新
在
家
村
（
現
た
つ
の
市
）
の
庄
屋
・

永
富
家
の
六
郎
兵
衛
（
常
休
）
の
娘
で
あ
る
。
本
稿
で
触
れ
て
い
る
家
の
位
置
関
係
に
つ

い
て
は
【
図
１
】
の
地
図
に
示
し
た
。

　

大
谷
家
文
書
の
中
に
は
上
月
村
の
宗
旨
改
帳
の
控
え
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
た

め
（
註
８
）、

ま
ず
は
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
ゆ
う
の
生
年
や
同
時
期
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
宗
旨
改
帳
を
も
と
に
、
大
谷
家
に
残
さ
れ
た
系
図
も
参
照
し
な
が
ら
作
成
し
た
こ
の
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時
期
の
系
図
が
【
図
２
】
で
あ
る
（
以
下
、
年
齢
は
い
ず
れ
も
数
え
年
）。
宗
旨
改
帳
を

見
て
い
く
と
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四

（
註
９
））

の
帳
面
に
九
郎
太
夫
（
の
ち
の
義
章
）・
ゆ
か

の
娘
と
し
て
他
よ
り
も
小
さ
め
の
字
で
「
よ
う
」
と
い
う
名
前
が
現
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ

れ
が
ゆ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（註

（
註

。
こ
の
帳
面
で
は
「
年
二
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
翌

二
年
に
も
「
年
二
」、
同
三
年
に
は
「
年
三
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
以
降
は
一
歳
ず
つ
加
齢

さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
享
和
四
年
（
文
化
元
年
）
生
ま
れ
と
す
る

）
（（

（
註

。

　

さ
ら
に
帳
面
を
追
っ
て
い
く
と
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
妹
・
か
め
、
文
化
八
年

（
一
八
一
一
）
に
弟
・
虎
吉
（
の
ち
の
義
孝
）、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
妹
・
い
つ
、

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
妹
・
い
と

）
（2

（
註

が
生
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
母
・
ゆ
か
は
い
と

を
出
産
し
て
す
ぐ
に
四
〇
歳
で
亡
く
な
り
、
ゆ
う
は
そ
の
翌
年
の
文
政
四
年
四
月
に
十
八

歳
で
嫁
い
だ
。
夫
は
井
口
助
左
衛
門
（
美
之

）
（註

（
註

）
で
あ
る
。
大
谷
家
文
書
の
中
に
は
、
そ
の

際
に
各
所
か
ら
贈
ら
れ
た
祝
儀
の
控
え
「
お
ゆ
う
江
悦
貰
候
覚

）
（註

（
註

」
や
誂
え
た
道
具
・
衣
装

類
の
記
録
「
お
ゆ
ふ
婚
礼
振
衣
類
覚
帳

）
（5

（
註

」
な
ど
も
残
さ
れ
て
お
り
、
親
戚
筋
か
ら
祝
儀
を

贈
ら
れ
た
こ
と
、
婚
礼
に
際
し
て
豪
華
な
衣
装
を
多
数
仕
立
て
た
こ
と
が
分
か
る
。
婚
家

の
井
口
家
は
、
山
田
村
で
丸
亀
藩
網
干
川
西
組
の
大
庄
屋
を
勤
め
る
家
筋
で
、
後
述
の
と

お
り
大
坂
の
豪
商
・
加
島
屋
（
廣
岡
家
）
の
分
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
井
口
家
も
大

坂
で
多
数
の
貸
家
を
経
営
し
て
い
た
と
い
う

）
（6

（
註

。

　

ゆ
う
の
書
状
に
は
こ
の
時
期
に
井
口
家
に
子
ど
も
が
二
人
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
述

も
あ
る
が
、
ゆ
う
の
子
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
続
永
富
家
の
人
び

と
』
に
よ
る
と
、
井
口
家
が
再
三
に
渡
っ
て
養
子
縁
組
を
試
み
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
ゆ
う
が
井
口
家
に
嫁
い
で
わ
ず
か
六
年
後
の
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に

は
、
永
富
家
か
ら
養
子
・
万
吉
を
迎
え
、
さ
ら
に
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
美
作

の
立
石
家
と
の
養
子
縁
組
を
試
み
た
が
不
調
に
終
わ
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
天
保
十

年
（
一
八
三
九
）
ご
ろ
に
は
養
子
・
助
三
郎
が
妻
・
こ
う
と
と
も
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う

）
（7

（
註

。

詳
し
い
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
ゆ
う
の
子
が
井
口
家
を
継
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
書
に
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
三
月
二
十
二
日
に
義
弟
に
あ
た
る
永
富

六
郎
兵
衛
（
定
群
）
ら
と
話
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
急
に
具
合
が
悪
く
な
り
、
そ
の
ま
ま
亡

く
な
っ
た
と
記
さ
れ
る

）
（8

（
註

。
前
述
の
と
お
り
文
化
元
年
生
ま
れ
と
仮
定
す
れ
ば
、
四
三
歳
で

あ
っ
た
。
現
時
点
で
知
り
得
る
ゆ
う
の
情
報
に
つ
い
て
は
【
表
１
】
に
ま
と
め
た
。

　
　

三
、
ゆ
う
の
書
状

　

大
谷
家
文
書
に
は
夫
・
助
左
衛
門
が
書
い
た
書
状
な
ど
も
含
め
て
ゆ
う
に
関
す
る
文
書

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ゆ
う
の
書
状
の
書
き
ぶ
り
や
関
心
事
に
注
目
す
る

た
め
、
ゆ
う
自
身
が
書
い
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
ゆ
う
が
大
谷
家
に
宛
て
て
書
い
た
書

状
は
八
通
あ
り
、
【
表
２
】
に
一
覧
と
し
て
ま
と
め
た
。
年
代
が
確
定
し
な
い
も
の
が
多

い
た
め
、
内
容
に
よ
っ
て
分
け
、
お
お
よ
そ
の
推
定
年
代
順
に
並
べ
て
い
る
。

　

資
料
１
～
３
は
新
年
の
挨
拶
状
、
資
料
４
～
８
が
日
常
的
な
内
容
の
書
状
で
あ
る
。
後

者
の
う
ち
、
資
料
６
～
８
は
近
い
時
期
の
連
続
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
37
頁
以
降
に
写

真
と
翻
刻
を
載
せ
、
こ
こ
で
は
各
書
状
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　

【
資
料
１
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

　

ゆ
う
が
継
母
・
み
の
と
義
妹
の
み
つ
に
宛
て
て
書
い
た
新
年
の
挨
拶
状
で
あ
る
。
み
つ

は
ゆ
う
の
弟
・
虎
吉
の
妻
と
し
て
美
作
国
西
西
条
郡
二
宮
村
（
現
岡
山
県
津
山
市
）
の
立

石
家
か
ら
嫁
い
で
き
た
。
宗
旨
改
帳
に
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
分
か
ら
記
載
が
あ

り
、
虎
吉
二
二
歳
、
み
つ
一
八
歳
と
記
さ
れ
る
。
み
つ
の
入
家
は
前
年
の
天
保
三
年
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
書
状
は
新
年
挨
拶
状
で
あ
る
た
め
、
天
保
四
年
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
に
は
ゆ
う
の
実
母
・
ゆ
か
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
書
状
で
「
御
母
上
様
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
継
母
・
み
の
で
あ
る
。
新
年
挨
拶
状
で
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【図１】関連地図（略図）

【図２】文化～天保ごろの大谷家系図

※本図の川筋・街道については『兵庫県の地名Ⅰ』（平凡社、1999 年）の「兵庫県のおもな自然地名と道筋」を参照した。

　なお、川筋・街道は主な部分のみ示し、適宜省略している。

※本図の作成にあたっては当館職員の協力を得た。

※上月村の宗旨改帳をもとにし、系図なども参照しながら作成した。
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享和 1 1801 辛 酉
2 1802 壬 戌
3 1803 癸 亥

文化 1 1804 甲 子 1 ゆう出生か 上月村宗旨改帳
2 1805 乙 丑 2
3 1806 丙 寅 3 妹・かめ出生 上月村宗旨改帳
4 1807 丁 卯 4
5 1808 戊 辰 5
6 1809 己 巳 6
7 1810 庚 午 7
8 1811 辛 未 8
9 1812 壬 申 9 弟・虎吉出生 上月村宗旨改帳
10 1813 癸 酉 10
11 1814 甲 戌 11
12 1815 乙 亥 12
13 1816 丙 子 13 妹・いつ出生 上月村宗旨改帳
14 1817 丁 丑 14

文政 1 1818 戊 寅 15
2 1819 己 卯 16

3 1820 庚 辰 17
妹・いと出生
3.1　母・ゆか死去

上月村宗旨改帳
『続永富家の人びと』205頁

4 1821 辛 巳 18 4月ゆう婚礼（山田村井口家へ） 大谷家文書
5 1822 壬 午 19
6 1823 癸 未 20

7 1824 甲 申 21 4.22　妹・かめ（のちの順）が永富家へ
上月村宗旨改帳
『永富家の人びと』63頁

8 1825 乙 酉 22 父・五左衛門（義章）の後妻としてみの入家 上月村宗旨改帳
9 1826 丙 戌 23
10 1827 丁 亥 24 井口家へ永富家から養子・万吉入家 『続永富家の人びと』260頁
11 1828 戊 子 25 いとが「かの」と改名か 上月村宗旨改帳
12 1829 己 丑 26

天保 1 1830 庚 寅 27 虎吉が19歳で上月・寄延村庄屋となる 『大谷家文書目録』660頁
2 1831 辛 卯 28

3 1832 壬 辰 29
継母・おみのがれい出産
弟・虎吉の妻として立石家よりみつ入家
井口馬蔵節句祝い

上月村宗旨改帳
『続永富家の人びと』261頁

4 1833 癸 巳 30 義妹・みつが栄吉出産 上月村宗旨改帳
5 1834 甲 午 31

6 1835 乙 未 32
9.14　父・五左衛門（義章）死去
虎吉が隼三郎と改名

『大谷家文書目録』660頁

7 1836 丙 申 33
永富六郎兵衛（定群）が立石家に井口家への養子
相談するも不調

『続永富家の人びと』261頁

8 1837 丁 酉 34
9 1838 戊 戌 35
10 1839 己 亥 36 井口家、養子・助三郎を迎える 『続永富家の人びと』241頁
11 1840 庚 子 37
12 1841 辛 丑 38
13 1842 壬 寅 39
14 1843 癸 卯 40

弘化 1 1844 甲 辰 41
2 1845 乙 巳 42 五左衛門（虎吉）が上月組大庄屋となる 大谷家文書目録661頁

3 1846 丙 午 43 3.22　ゆう死去
『続永富家の人びと』
233～234頁

4 1847 丁 未

【表１】ゆう関連年表

できごと 出典元号 年 西暦 干支
ゆう
年齢

【表１】ゆう関連年表

※宗旨改帳を出典としている項目は１年のずれがある場合がある。
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あ
る
た
め
定
型
の
表
現
が
多
く
、
こ
の
書
状
か
ら
日
常
生
活
の
細
部
は
見
え
て
こ
な
い
が
、

散
ら
し
書
き
・
雁
行
様
式
を
意
識
し
た
画
面
構
成
と
な
っ
て
お
り
、「
ま
い
ら
せ
候
」
や
「
う

れ
し
く
」
の
書
き
方
に
女
筆
な
ら
で
は
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　

【
資
料
２
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

　

同
じ
く
ゆ
う
が
継
母
・
み
の
と
義
妹
の
み
つ
に
宛
て
て
書
い
た
新
年
の
挨
拶
状
で
あ
る
。

【
資
料
１
】
よ
り
や
や
定
型
表
現
が
崩
れ
、
日
常
的
な
（
個
人
的
な
）
話
題
を
交
え
な
が

ら
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
「
五
左
衛
門
様
大
し
や
う
や
仰
付
け
ら
れ
」
の
部
分
で
、

弟
・
虎
吉
が
五
左
衛
門
と
改
名
し
、
上
月
組
の
大
庄
屋
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
す

と
す
れ
ば
、
本
書
状
が
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
正
月
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
尚
々
書
の
部
分
で
は
、
大
谷
家
か
ら
東
新
宿
村
（
現
佐
用
郡
佐
用
町
）
の
新
宿
組

大
庄
屋
・
春
名
家
（
後
藤
家
）
へ
嫁
い
だ
ゆ
た
が
出
産
し
た
こ
と
に
対
す
る
祝
詞
や
、
井

口
家
の
あ
る
山
田
村
の
領
主
・
丸
亀
藩
主
の
下
向
に
対
し
て
心
を
砕
く
様
子
な
ど
が
記
さ

れ
、
ゆ
う
と
そ
の
周
り
の
女
性
た
ち
の
日
常
生
活
が
垣
間
見
え
る
。
「
ゆ
た
」
は
宗
門
改

帳
か
ら
推
測
で
き
る
か
ぎ
り
で
は
文
政
三
年
に
生
ま
れ
た
妹
・
い
と
の
こ
と
と
見
ら
れ

る
。
い
と
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、九
歳
の
と
き
に
「
か
の
」
と
改
名
し
て
い
る
が
、

婚
姻
に
際
し
て
さ
ら
に
「
ゆ
た
」
と
改
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
藩
主
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
「
若
と
の
さ
ま
」（
丸
亀
藩

京
極
家
七
代
・
朗
徹
）
が
江
戸
へ
向
か
う
際
に
井
口
家
で
休
憩
を
と
っ
た
こ
と
、
三
月
に

は
「
大
殿
さ
ま
」（
同
六
代
・
高
朗
）
の
下
向
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
な
り
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
実
家
で
あ
る
大
谷
家
へ
の
無
沙
汰
を
詫
び
た
部
分
で
、
奉
公
人

が
不
精
で
人
手
不
足
で
あ
る
こ
と
、
藩
主
の
下
向
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

言
い
訳
と
し
て
書
い
て
お
り
、「
い
そ
も
し
く
（
忙
し
い
）」
の
連
発
に
ゆ
う
の
奮
闘
ぶ
り

や
実
家
へ
の
想
い
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
多
忙
の
言
い
訳
と
し
て
さ
り

げ
な
く
記
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
藩
主
の
動
向
と
い
う
重
要
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

【表２】　ゆう書状一覧

資料番号 資料名 差出 宛先 形状・法量 推定年代 日付表記 概要 目録番号 整理番号

資料１ 井口ゆう新年挨拶状 井口ゆう 大谷みの・みつ
折紙
35.7×49.2

天保4年（1833）以降 初春吉日 新年の挨拶
Ⅱ‐6‐（1）‐（a）‐
18

4570

資料２ 井口ゆう新年挨拶状 井口ゆう 大谷みの・みつ
折紙
35.7×49.1

弘化3年（1846） ―

新年の挨拶／五左衛門大庄屋拝命
への祝詞／品物の贈答／〔尚々書〕
春名ゆた安産への祝詞／丸亀藩主の
動向

Ⅲ‐1‐（3）‐11‐1 5228

資料３ 井口ゆう新年挨拶状 井口ゆう 大谷みの・みつ
折紙
35.8×49.1

天保7年（1836）
～弘化3年（1846）

初春けふ
新年の挨拶／〔尚々書〕親戚への挨
拶

Ⅱ‐6‐（1）‐（a）‐
20

6513

資料４ 井口ゆう書状 井口ゆう
大谷五左衛門・
虎吉

継紙
16.6×134.8

文政11年（1828）
～天保6年（1835）

―

大坂での品物の調達（羽二重・紬・鏡・
帷子）／頼吉訪問の件／小いと乳母
の紹介依頼／かの広山への縁談
〔尚々書〕品物代催促

Ⅱ‐6‐（7）‐36 3132

資料５ 井口ゆう書状 井口ゆう 大谷五左衛門
継紙
16.2×146.2

天保3年（1832）か 12月19日
暮れの挨拶／産前のみつへの気遣い
／いつ赤穂への縁談

Ⅱ‐6‐（7）‐25 6300

資料６ 井口ゆう書状 井口ゆう 大谷五左衛門
継紙
16.2×184.6

天保3年（1832）
～天保6年（1835）

4月20日

麻疹見舞い／夫・助左衛門による品
物の調達（紬・下着・越後帷子・櫛・
笄・箪笥）／大坂姉による世話／代銀
催促

Ⅱ‐6‐（7）‐8 3120

資料７ 井口ゆう書状 ゆう 大谷五左衛門
継紙
16.5×73.6

天保3年（1832）
～天保6年（1835）

―
品物の送付（箪笥・両掛）／品物の調
達（櫛・笄の予算、帷子・紋付の仕様）

Ⅱ‐5‐（1）‐2‐8 5843

資料８ 井口ゆう書状 井口ゆう
大谷みの・み
つ・いつ

継紙
16.5×200.0

天保3年（1832）
～天保6年（1835）

7月10日
父病気見舞い／羽二重・紬の調達／
梅干・干瓢贈る／櫛・笄調達／〔尚々
書〕お石のこと

近世編補遺
Ⅱ‐6‐（6）‐1

11021

【表２】ゆう書状一覧
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が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
藩
主
の
下
向
は
と
も
か
く
、
そ
の
息
子
（
養
子
）
の
江
戸
行

き
な
ど
は
よ
り
私
的
な
情
報
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、

公
に
は
な
っ
て
い
な
い
社
会
情
勢
や
「
家
」
の
内
情
な
ど
様
々
な
情
報
が
内
々
に
行
き
来

し
て
い
た
。
そ
れ
は
公
的
な
意
味
合
い
が
強
い
「
家
」
の
当
主
同
士
の
や
り
取
り
と
は
ま

た
違
っ
た
次
元
で
、
情
報
流
通
と
い
う
面
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

【
資
料
３
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

　

同
じ
く
ゆ
う
が
継
母
・
み
の
と
義
妹
・
み
つ
に
宛
て
て
書
い
た
新
年
の
挨
拶
状
で
あ
る
。

本
文
中
に
「
五
左
衛
門
様
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
が
、
ゆ
う
は
父
で
あ
る
五
左
衛
門
（
義

章
）
の
こ
と
は
「
お
と
も
じ
様
」
と
記
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
「
五
左
衛
門
様
」
は
弟
・

虎
吉
が
改
名
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
五
左
衛
門
（
義
章
）
が
死

去
し
た
翌
年
の
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
か
ら
、ゆ
う
が
死
去
す
る
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

ま
で
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
文
は
定
型
の
祝
い
状
で
あ
る
が
、
尚
々
書
に
は
、
来
月

に
は
会
っ
て
話
を
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
、
立
石
家
や
「
し
け
と
う
」・「
折

口
」・「
し
ん
し
く
」
へ
よ
ろ
し
く
伝
え
る
よ
う
に
と
記
し
て
い
る
。
立
石
家
は
み
つ
の
実

家
で
、「
し
け
と
う
」
は
五
左
衛
門
（
義
章
）
の
弟
・
冨
治
が
養
子
に
入
っ
た
美
作
国
津

山
）
（9

（
註

の
茂
渡
家
、「
折
口
」
は
ゆ
う
の
実
妹
・
い
つ
が
嫁
い
だ
三
日
月
藩
折
口
組
大
庄
屋
・

江
見
家

）
2註

（
註

、「
し
ん
し
く
」
は
実
妹
・
い
と
（
か
の
）
が
嫁
い
だ
東
新
宿
村
の
春
名
家
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
他
家
に
嫁
い
だ
身
で
あ
り
な
が
ら
、
同
様
に
他
家
に
嫁
い
だ
妹
た
ち
の
こ

と
を
気
に
か
け
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

【
資
料
４
】
井
口
ゆ
う
書
状

　

ゆ
う
が
父
・
五
左
衛
門
と
弟
・
虎
吉
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
で
、
品
物
の
調
達
に
つ
い

て
の
記
述
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
大
坂
で
誂
え
て
い
た
品
物
（
羽
二
重
・
紬
・
鏡
・
帷
子
）

が
出
来
上
が
っ
た
報
告
で
あ
る
が
、
一
つ
一
つ
の
品
物
に
つ
い
て
の
説
明
が
詳
し
い
。
帷

子
は
浅
黄
の
紋
付
と
い
う
要
望
だ
っ
た
が
紺
の
絣
に
し
た
の
で
紋
は
そ
ち
ら
で
別
途
染
め

る
よ
う
に
、
単
衣
は
浴
衣
に
す
る
よ
う
な
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
気
に
入
ら
な
け
れ

ば
返
品
す
る
よ
う
に
、
た
だ
浴
衣
も
一
枚
は
必
要
な
の
で
こ
れ
は
浴
衣
と
し
て
使
い
、
単

衣
に
は
改
め
て
木
綿
を
美
し
く
染
め
て
も
よ
い
の
で
は
と
提
案
し
、
盆
前
に
人
を
遣
わ
し

て
も
ら
え
れ
ば
品
物
を
渡
す
と
記
し
て
い
る
。
手
紙
の
後
半
に
は
「
小
い
と
」
の
具
合
が

悪
く
、
乳
母
も
い
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
。
あ
ち
こ
ち
尋
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
（
適
当
な
人

物
が
い
な
く
て
）
困
っ
て
い
る
の
で
、
乳
母
の
心
当
た
り
が
あ
れ
ば
世
話
し
て
ほ
し
い
と

伝
え
、
手
紙
の
最
後
で
は
「
お
か
の
」
を
広
山
へ
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で

い
る
。
「
小
い
と
」
は
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
ゆ
う
の
娘
で
あ
ろ
う
か
。
か
の
は
前
述

の
と
お
り
広
山
村
の
隣
村
・
東
新
宿
村
の
春
名
家
に
嫁
い
で
ゆ
た
と
改
名
し
た
女
性
と
考

え
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
縁
組
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

文
政
十
一
年
に
改
名
し
た
「
か
の
」
の
名
前
が
出
て
き
て
お
り
、
父
・
五
左
衛
門
が

存
命
で
あ
る
の
で
、
書
状
の
年
代
と
し
て
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
～
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
の
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宛
名
に
弟
・
虎
吉
の
名
前
を
併
記
し
て
い

る
こ
と
や
紋
付
を
誂
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
虎
吉
と
み
つ
の
婚
礼
準
備
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

【
資
料
５
】
井
口
ゆ
う
書
状

　

ゆ
う
が
父
・
五
左
衛
門
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
か
の
書
状
と
は
異

な
り
、
品
物
の
調
達
で
は
な
く
縁
談
の
話
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
弟
・
虎
吉
の
妻
と
な
る

み
つ
の
名
前
が
出
て
お
り
、
父
・
五
左
衛
門
の
存
命
中
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
合
わ
せ
る

と
天
保
三
年
～
六
年
ご
ろ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
面
に
出
産
前
の
み
つ
を
気
遣
う

記
述
が
あ
る
の
で
、
長
男
・
栄
吉
の
出
産
を
控
え
た
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
書
状
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
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書
状
の
主
題
は
ゆ
う
の
妹
・
い
つ
の
縁
談
で
あ
る
よ
う
で
、
赤
穂
か
ら
の
縁
談
が
あ
っ

た
と
聞
い
た
が
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
先
日
の
父
・
五
左
衛
門
の
来
訪
後
、「
黒

崎
）
2（

（
註

」
か
ら
い
つ
の
縁
談
が
あ
っ
た
が
、
赤
穂
の
ほ
う
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
の
で
返
事
が

で
き
て
い
な
い
。
正
月
に
虎
吉
が
来
る
と
き
に
詳
し
く
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。
黒
崎
か
ら
の

縁
談
に
つ
い
て
は
私
（
ゆ
う
）
の
判
断
で
（
内
々
に
）
申
し
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
ち
ら
か

ら
改
め
て
（
正
式
に
）
話
が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
知
ら
ぬ
ふ
り
」
を
し
て
お

い
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

他
家
へ
嫁
い
だ
女
性
が
実
家
の
妹
の
縁
談
に
つ
い
て
父
親
に
相
談
す
る
と
い
う
の
は
興

味
深
い
。
こ
の
書
状
が
あ
く
ま
で
娘
か
ら
父
へ
の
私
的
な
や
り
取
り
と
し
て
、
縁
談
を
正

式
に
打
診
す
る
前
の
下
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
女
性
同
士
の
や
り
取

り
で
は
な
い
が
、
婚
姻
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
た
情
報
交
換
の
一
つ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

【
資
料
６
】
井
口
ゆ
う
書
状

　

ゆ
う
が
父
・
五
左
衛
門
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
で
あ
る
。
時
候
の
挨
拶
に
続
け
て
、
大

谷
家
で
麻
疹
に
か
か
っ
た
子
が
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
舞
い
を
述
べ
、
井
口
家
で
も
子
が

二
人
と
も
麻
疹
に
な
っ
た
が
、
今
は
快
方
へ
向
か
っ
て
お
り
、
安
心
し
た
と
述
べ
る
。
そ

の
後
に
書
か
れ
て
い
る
品
物
の
調
達
に
つ
い
て
の
話
題
が
、
こ
の
手
紙
の
主
題
で
あ
る
。

　

大
谷
家
か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ゆ
う
の
夫
・
助
左
衛
門
が
品
物
を
誂
え
に
出
か

け
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
五
点
報
告
し
て
い
る
。

① 

紬
は
染
地
が
見
苦
し
い
。
白
い
布
地
を
買
っ
て
染
め
て
は
ど
う
か
。

② 

下
着
は
古
手
（
中
古
）
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
二
百
目
ほ
ど
か
か
る
が
新
調
す
る
の

が
よ
い
。

③
越
後
帷
子
は
今
回
は
古
手
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
ぐ
に
誂
え
る
。

④ 

櫛
・
笄
は
五
両
出
せ
ば
簪
を
四
本
つ
け
ら
れ
る
。
三
両
（
の
予
算
）
で
は
見
苦
し

い
（
も
の
し
か
入
手
で
き
な
い
）。

⑤
箪
笥
は
殊
の
外
よ
い
も
の
が
入
手
で
き
た
。

　

手
紙
の
最
後
に
は
、
箪
笥
を
送
る
時
期
や
櫛
・
笄
の
予
算
を
決
め
た
ら
返
事
を
く
れ
る

よ
う
に
、
ま
た
代
銀
と
し
て
一
貫
目
ほ
ど
送
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の

品
物
は
文
脈
か
ら
す
る
と
ゆ
う
の
妹
・
い
つ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
箪
笥
な
ど
を
購
入
し

て
い
る
こ
と
か
ら
婚
礼
道
具
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

品
物
に
関
す
る
記
述
の
中
で
も
特
に
櫛
・
笄
に
つ
い
て
の
記
述
は
詳
し
く
、
簪
四
本
の

う
ち
二
本
を
「
小
い
と
」
用
と
す
れ
ば
「
お
い
つ
」
の
は
四
両
ほ
ど
に
な
り
、
三
両
と
四

両
で
は
一
両
し
か
違
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
立
派
に
見
え
る
ほ
う
が
よ
い
と
父
親
を
説
得
し

て
い
る
。
当
初
の
予
算
が
三
両
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
連
の
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
後
述
の
【
資
料
８
】
と
同
じ
く
天
保
三
年
～
六
年
ご
ろ

の
も
の
と
仮
定
す
る
と
、
大
谷
家
の
「
い
と
」
は
す
で
に
「
か
の
」
と
改
名
し
て
い
る
は

ず
な
の
で
、
こ
こ
に
出
て
く
る
「
小
い
と
」
は
【
資
料
４
】
で
触
れ
た
ゆ
う
の
娘
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
実
家
の
妹
の
品
を
誂
え
る
つ
い
で
に
、
自
分
の
娘
の
簪
も
誂

え
よ
う
と
い
う
心
づ
も
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

品
物
の
購
入
に
あ
た
っ
て
何
か
と
助
言
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
「
大
坂
姉
」
は
お
そ

ら
く
大
坂
加
島
屋
（
廣
岡
家
）
の
分
家
の
女
性
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
廣
岡
家
と

井
口
家
は
金
融
の
取
引
や
茶
の
湯
を
通
じ
て
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
続
永
富
家

の
人
び
と
』
に
は
、
あ
く
ま
で
筆
者
の
推
測
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
永
富
六
郎
兵
衛
（
定

政
）
と
す
へ
の
娘
・
て
い
が
井
口
家
で
育
て
ら
れ
た
後
に
廣
岡
家
へ
嫁
い
だ
と
い
う
事
情

が
記
さ
れ
て
お
り

）
22

（
註

、「
大
坂
姉
」
は
こ
の
て
い
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

【
資
料
７
】
井
口
ゆ
う
書
状

　

ゆ
う
が
父
・
五
左
衛
門
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
で
あ
る
。
内
容
か
ら
し
て
【
資
料
６
】

か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
箪
笥
と
両
掛
を
送
る
の
で
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受
け
取
っ
て
ほ
し
い
こ
と
、
櫛
・
笄
に
つ
い
て
五
両
で
仕
立
て
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
が

三
両
で
も
調
達
で
き
る
の
で
返
事
が
ほ
し
い
こ
と
、
帷
子
は
紺
の
絣
に
し
て
単
衣
も
一
緒

に
後
ほ
ど
送
る
こ
と
、
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
櫛
・
笄
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
書
状

で
五
両
で
の
調
達
を
強
く
勧
め
て
い
た
が
、
父
・
五
左
衛
門
か
ら
返
事
が
な
い
た
め
か
、

三
両
で
も
調
達
で
き
る
か
ら
返
事
を
早
く
く
れ
る
よ
う
に
、
と
譲
歩
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
後
の
【
資
料
８
】
に
あ
る
よ
う
に
、
五
左
衛
門
が
体
調
を
崩
し
て
い
た
た
め
、

返
信
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

【
資
料
８
】
井
口
ゆ
う
書
状

　

ゆ
う
が
継
母
・
み
の
と
義
妹
・
み
つ
、
実
妹
・
い
つ
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
で
あ
る
。

み
つ
が
大
谷
家
に
い
る
こ
と
、
父
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
天
保
三
年
～
六
年
ご
ろ
の
も

の
と
思
わ
れ
る
。
「
新
在
家
」
か
ら
父
・
五
左
衛
門
の
不
調
を
聞
い
た
と
あ
る
。
「
新
在
家
」

は
永
富
家
に
嫁
い
だ
実
妹
・
か
め
（
の
ち
の
順
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新
在
家
村
と
山
田

村
は
比
較
的
近
い
た
め
、
日
常
的
に
行
き
来
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
暑
い
時
期
な
の
で

難
儀
な
こ
と
、
薬
を
飲
ん
で
早
く
良
く
な
る
よ
う
に
と
気
遣
い
、
見
舞
い
の
人
を
遣
わ
し

た
い
が
、
こ
ち
ら
も
大
普
請
で
人
が
足
り
な
い
と
詫
び
て
い
る
。
せ
め
て
も
の
気
持
ち
と

い
う
こ
と
か
、書
状
と
と
も
に
梅
干
し
と
干
瓢
を
贈
っ
て
い
る
。
梅
干
し
に
関
し
て
は「
こ

ち
ら
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
」と
言
い
添
え
て
あ
り
、細
や
か
な
気
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

書
状
の
後
半
に
は
、
先
日
か
ら
父
・
五
左
衛
門
と
や
り
取
り
し
て
い
た
櫛
・
笄
の
件
に

つ
い
て
記
し
て
い
る
。
返
信
が
な
く
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
父
の
体
調
不
良
を
知
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
【
資
料
６
】・【
資
料
７
】
で
父
宛
て
に
書
い
た
よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
く
説

明
し
て
い
る
。

　

櫛
・
笄
の
み
で
簪
を
な
し
に
す
れ
ば
三
両
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
簪
を
二
本
添
え
る

の
で
あ
れ
ば
五
両
は
か
か
る
。
昔
の
よ
う
な
薄
手
の
も
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
今

の
よ
う
な
（
厚
み
の
あ
る
）
櫛
・
笄
は
本
鼈
甲
で
仕
立
て
よ
う
と
思
う
と
な
か
な
か

難
し
い
。
五
両
で
仕
立
て
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
も「
へ
こ
う
づ
ゝ
み
」で
あ
る
が
、

本
鼈
甲
と
（
見
た
目
は
）
変
わ
ら
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
三
両
で
は
不
足
で
、
少
な

く
と
も
四
両
は
か
か
る
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

「
へ
こ
う
づ
ゝ
み
（
鼈
甲
包
み
）」
は
別
の
素
材
に
鼈
甲
を
張
り
付
け
た
、
張
り
鼈
甲
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
予
算
に
合
わ
せ
て
素
材
や
仕
様
を
妥
協
し
た
り
し
つ
つ
も
、
見
た
目

や
品
質
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、【
資
料
６
】
で
「
小
い
と
」
用
と
し
て
い
た
簪
二
本
分
に
つ
い
て
の
記
述
が
こ

の
書
状
か
ら
は
消
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
簪
四
本
を
添
え
て
五
両
」
と
し
て
い
た
も
の

が
、
こ
の
書
状
で
は
「
簪
二
本
を
添
え
て
五
両
」
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
よ
り
高

額
と
な
っ
て
い
る
。
ま
と
め
て
購
入
す
る
こ
と
で
安
く
し
て
も
ら
う
な
ど
の
駆
け
引
き
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
家
の
仕
立
物
に
便
乗
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は

継
母
や
義
妹
宛
て
の
書
状
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
分
に
関
し
て
は
遠
慮
し
て
取
り
下
げ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
一
連
の
書
状
か
ら
は
、
仕
立
物
の
品
質
に
つ

い
て
厳
し
い
目
で
吟
味
し
つ
つ
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
仕
立
物
も
一
緒
に
購
入
し
よ
う
と
い

う
し
っ
か
り
し
た
と
こ
ろ
も
感
じ
ら
れ
る
。
良
い
品
を
安
く
買
う
た
め
に
い
ろ
い
ろ
と
考

え
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
、
興
味
深
い
。

　
　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ら
の
書
状
は
、い
ず
れ
も
平
仮
名
や
も
じ
こ
と
ば
、「
ま
い
ら
せ
候
」「
か
し
く
（
か

し
こ
）」
な
ど
の
表
現
を
多
用
し
た
「
女
筆
」
の
様
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
文
頭
を
少
し

ず
つ
ず
ら
し
、
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
な
が
ら
書
く
雁
行
様
式
に
つ
い
て
は
日
常
的
な
書

状
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、【
資
料
１
】
～
【
資
料
３
】
の
新
年
挨
拶
状
な

ど
で
は
多
少
な
り
と
も
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、全
体
を
通
し
て
、「
ひ
つ
れ
い
（
失
礼
）」「
は
ふ
た
い
（
羽
二
重
）」「
し
ん
し
く
（
新



－ 35 －

宿
）」「
こ
う
て
（
買
っ
て
）」
な
ど
、
耳
で
聞
い
た
と
お
り
に
記
し
た
と
思
わ
れ
る
口
語

的
な
表
現
・
話
し
言
葉
や
方
言
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
女
性
の
書
状
の
解
読
を

難
解
な
も
の
に
し
て
い
る
一
因
で
は
あ
る
の
だ
が
、
男
性
の
書
状
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
特
徴
の
一
つ
で
あ
り

）
2註

（
註

、
当
時
の
人
々
の
日
常
生
活
を
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
と

し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

内
容
に
関
し
て
見
る
と
、
や
は
り
贈
答
や
衣
類
の
手
配
な
ど
の
話
題
が
多
い
。
女
性
が

「
家
」
の
中
で
の
役
割
と
し
て
こ
れ
ら
を
担
う
と
い
う
の
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

実
家
の
仕
立
物
に
ま
で
か
な
り
深
く
関
わ
り
、
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
井
口
家

が
大
坂
に
貸
家
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
廣
岡
家
な
ど
と
も
姻
戚
関
係
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
大
坂
へ
出
向
く
こ
と
が
多
く
、
物
資
の
調
達
に
関
し
て
便
利
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

一
因
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
実
家
に
い
る
妹
た
ち
の
縁
談
に
言
及
し
た
り
、
他
家
に
嫁
い
だ
妹
の
こ
と
を
気

に
か
け
た
り
す
る
な
ど
、
嫁
い
だ
後
も
実
家
や
姉
妹
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
。
こ
の
よ
う

な
女
性
同
士
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
物
資
の
や
り
と
り
だ
け
で
な
く
情
報
交
換
が
な
さ
れ

た
。
そ
こ
で
は
、
よ
り
私
的
な
内
情
ま
で
も
が
行
き
来
す
る
こ
と
も
あ
り
、
地
域
の
庄
屋
・

大
庄
屋
あ
る
い
は
豪
商
・
豪
農
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

大
谷
家
文
書
の
中
に
は
、
ほ
か
に
も
女
性
の
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
書
状

に
つ
い
て
も
引
き
続
き
調
査
し
、
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

〔
付
記
〕

　

資
料
の
調
査
研
究
・
公
開
に
あ
た
り
、
大
谷
五
左
衛
門
様
に
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
ま

し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
当
館
館
長
・
藪
田
貫
氏
に
多
々
ご
教
授
い
た

だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
註
】

（
１ 

）
大
谷
家
は
播
磨
の
守
護
大
名
・
赤
松
氏
の
流
れ
を
く
む
中
世
以
来
の
系
譜
を
も
ち
、
江
戸
時

代
に
は
上
月
村
の
庄
屋
や
三
日
月
藩
上
月
組
の
大
庄
屋
を
勤
め
た
家
筋
で
あ
る
（
註
２
『
播
磨

国
佐
用
郡
上
月
大
谷
家
文
書
目
録
』
参
照
）。

（
２ 

）
大
谷
家
文
書
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
か
ら
本
格
的
な
調
査
・
整
理
が
進
め
ら
れ
、
現
在
、

当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
調
査
の
経
緯
や
文
書
群
の
概
要
に
つ
い
て
は
『
播
磨
国
佐
用
郡
上

月
大
谷
家
文
書
目
録
』（
上
月
町
、
一
九
九
六
年
。
以
下
『
目
録
』
と
示
す
）
に
詳
し
い
。
平

成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
は
続
編
と
し
て
『
播
磨
国
佐
用
郡
上
月
大
谷
家
文
書
目
録
（
続
）〔
近

代
編
〕〔
近
世
編
補
遺
〕』
も
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
の
台
風

九
号
に
よ
る
水
害
の
際
に
レ
ス
キ
ュ
ー
さ
れ
た
資
料
が
新
た
に
寄
託
と
な
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は

ま
だ
整
理
作
業
中
で
あ
る
。
同
文
書
群
は
目
録
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
一
万
点
を
超
え
、
庄

屋
・
大
庄
屋
と
し
て
の
公
的
な
記
録
か
ら
、
家
政
に
関
す
る
資
料
ま
で
幅
広
い
。

（
３  

）
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館　

特
別
展
「
女
た
ち
の
ひ
ょ
う
ご
―
千
姫
か
ら
緒
方
八
重
ま
で
―
」

（
会
期　

二
〇
二
〇
年
十
月
三
日
～
十
一
月
二
十
三
日
）。

（
４  

）
永
富
家
は
播
磨
国
揖い

っ
さ
い西

郡
新
在
家
村
（
現
た
つ
の
市
）
の
庄
屋
の
家
筋
で
、
実
業
家
・
鹿
島

守
之
助
の
生
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
そ
の
家
屋
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
５  

）
今
田
哲
夫
・
伊
藤
て
い
じ
『
永
富
家
の
人
び
と
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
六
八
年
）、

今
田
哲
夫
『
続
永
富
家
の
人
び
と
』（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）。

（
６  

）
近
年
、
襖
の
下
張
り
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

（
７  

）
女
筆
に
つ
い
て
は
、
高
尾
一
彦
「
女
筆
手
本
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
横
笛
と
大
首
絵
―
近
世

の
文
化
・
芸
能
を
め
ぐ
っ
て
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
参
照
。

（
８  
）
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
～
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
宗
旨
改
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
（
寛

政
七
年
・
文
政
十
年
欠
）。

（
９   

）
帳
面
表
紙
の
表
記
は
「
享
和
四
年
三
月
」
と
な
っ
て
お
り
、二
月
に
改
元
し
た
旨
が
記
さ
れ
る
。

（
（註 
）
ゆ
う
に
つ
い
て
の
記
載
を
見
る
と
、
享
和
四
年
（
文
化
元
年
）
の
帳
面
に
「
よ
う
」、
文
化
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二
年
か
ら
文
化
十
五
年
（
文
政
元
年
）
ま
で
は
「
よ
ふ
」、
文
政
二
年
か
ら
は
「
ゆ
う
」
と
記

さ
れ
、文
政
四
年
の
帳
面
で
名
前
の
下
に
「
縁
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
続
永
富
家
の
人
び
と
』

で
は
こ
の
「
よ
う
（
よ
ふ
）」
は
、
文
政
七
年
に
永
富
家
に
嫁
い
だ
順
の
幼
名
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
て
い
た
が
、
婚
姻
時
期
が
合
わ
な
い
。
こ
の
「
よ
う
（
よ
ふ
）」
は
井
口
家
に
嫁
い

だ
ゆ
う
で
あ
り
、
永
富
家
に
嫁
い
だ
順
は
文
政
七
年
の
宗
旨
改
帳
か
ら
記
載
の
な
く
な
る
次
女
・

か
め
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大
谷
五
左
衛
門
（
義
孝
）・
み
つ
夫
妻
か
ら
ゆ
う

宛
の
書
状
（
大
谷
家
文
書
Ⅱ-
６-(

１)-(

ａ)-

（註
／
整
理
番
号5239

）
に
も
「
新
在
家
お
か
め
」

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
四
四
頁
に

も
「
お
順
が
一
時
お
か
め
と
呼
ば
れ
た
か
」
と
そ
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
整
合
性
が
あ
る
。

（
（（ 
）
控
え
を
作
成
す
る
際
に
追
記
し
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
も
感
じ
ら
れ
、
改
元
に
よ
っ
て
加
齢
を

勘
違
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
12�
）『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
一
〇
頁
で
は
「
ゆ
た
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
、「
こ
い
と
」

は
少
女
と
し
て
の
愛
称
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
旨
改
帳
で
も
文
政
九
年
ま
で

「
い
と
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
名
前
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
翌
十

年
の
宗
旨
改
帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
確
認
が
で
き
な
い
が
、十
一
年
の
宗
旨
改
帳
で
は
「
か

の
」
と
改
名
し
、
天
保
五
年
ま
で
は
「
か
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
天
保
五
年
以
降
は
宗
旨
改
帳

が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
嫁
ぐ
際
に
さ
ら
に
「
ゆ
た
」
と
改
名
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
（註 
） 『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
五
五
～
二
六
〇
頁
。

（
（註
）
大
谷
家
文
書
Ⅱ-

６-(

２)-

４
（
整
理
番
号568

）。

（
15
）
大
谷
家
文
書
Ⅱ-

６-(

２)-

２
（
整
理
番
号1405

）。

（
16
）『
目
録
』
六
五
九
頁
。

（
17
）『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
四
一
頁
、
二
六
〇
～
二
六
二
頁
。

（
18�
）『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
三
三
～
二
三
四
頁
。
ま
た
同
書
二
五
八
～
二
五
九
頁
に
も
記
載

あ
り
。

（
19
）
美
作
国
西
北
条
・
東
南
条
郡
津
山
（
現
津
山
市
）。

（
20�
）
播
磨
国
佐
用
郡
細
月
村
（
三
日
月
村
）。
江
見
家
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
よ
り
三
日
月

藩
乃
井
野
組
大
庄
屋
で
、の
ち
に
乃
井
野
組
が
折
口
組
と
変
更
さ
れ
た
。
天
保
元
年（
一
八
三
〇
）

よ
り
宍
粟
郡
五い

十か

波ば

組
の
大
庄
屋
も
兼
帯
（『
三
日
月
町
史
』
第
三
巻
、
兵
庫
県
佐
用
郡
三
日

月
町
、
一
九
八
二
年
）。

（
21
）
播
磨
国
揖
西
郡
黒
崎
村
（
現
た
つ
の
市
）。

（
22
）『
続
永
富
家
の
人
び
と
』
二
三
五
～
二
六
八
頁
「
加
島
屋
後
室
の
こ
と
」。

（
23�
）
女
性
の
書
状
に
お
け
る
話
し
言
葉
・
方
言
の
多
用
に
つ
い
て
は
、
藪
田
貫
『
女
性
史
と
し
て

の
近
世
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
）
の
「
７　

話
し
こ
と
ば
と
古
文
書
」
や
藪
田
貫
『
男

と
女
の
近
世
史
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
八
年
）
一
六
四
～
一
六
八
頁
な
ど
参
照
。
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【
資
料
１
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状 

【
資
料
２
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状  

資
料
写
真
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【
資
料
３
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状 
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【
資
料
４
】
井
口
ゆ
う
書
状 



－ 40 －
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【
資
料
５
】
井
口
ゆ
う
書
状 



－ 42 －
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【
資
料
６
】
井
口
ゆ
う
書
状 



－ 44 －
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【
資
料
７
】
井
口
ゆ
う
書
状 

（
端
裏
）
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【
資
料
８
】
井
口
ゆ
う
書
状
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資
料
翻
刻

 

〔
凡
例
〕

・
紙
幅
の
都
合
上
、
雁
行
様
式
で
行
頭
を
ず
ら
し
て
書
い
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
一
行

　

に
記
し
た
。
実
際
の
表
現
に
つ
い
て
は
写
真
版
を
参
照
さ
れ
た
い
。

・
平
仮
名
や
も
じ
こ
と
ば
な
ど
で
文
意
の
分
か
り
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
は
括
弧
書
き
で

　

注
を
施
し
た
。

・
尚
々
書
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
本
文
の
行
間
に
書
か
れ
た
も
の
も
含
め
、
ま
と
め

　

て
本
文
の
前
に
二
字
下
げ
で
記
し
た
。

・
旧
字
・
異
体
字
・
変
体
仮
名
な
ど
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

 

【
資
料
１
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

な
を

く
い
ま
た
よ

（

余

寒

）

か
ん
つ
よ
く

す
え

く
御
用
心
遊
し

御
入
ら
せ
ら
れ
ね
か
い

く
ま
い
ら
せ
候
、

冬
こ
し
ニ
も
ち
と

く
人
上
申
度

存
候
へ
は
か
れ
こ
れ
御
ふ
さ
た
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、

御
か（

勘

弁

）

ん
も
し
可
被
下
候
、

ま
つ
ハ
あ
ら

く
御
し

（

祝

儀

）

う
義
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

め
て
度
か
し
く

初
春
の
御
寿
何
か
た
も

同
し
御
事
い
わ
い
納
ま
い
ら
せ
候
、

先
々
御
皆
々
様
御
揃
ひ
遊
し

若
葉
の
春
を
御
う
つ
ら
せ
ら
れ

か
す

く
御
目
出
た
く
う
れ
し
く

存
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
か
た
い
つ
れ
も

無
事
に
年
か

（
さ
脱
ヵ
）

ね
悦
ま
い
ら
せ
候
、

乍
憚
御
き

（
気
持
ち
）

も
し
安
く
思
召
可
被
下
候
、

さ
や
う
候
へ
ば
相
か

（
ハ
脱
ヵ
）

ら
ぬ

印
ま
て
ニ
御
と
し
玉

御
肴
御
め
に
か
け
ま
い
ら
せ
候
、

御
受
納
可
被
下
、
末
筆
な
か
ら

と
な
た
様
へ
も
此
の
春
の

御
祝
義
よ
ろ
し
く
御
つ
た
へ
ま
し

下
さ
れ
、
御
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

こ
な
た
皆
々
御
し

（

祝

儀

）

う
き

よ
ろ
し
く
申
上
候
や
う

申
付
ま
い
ら
せ
候
、
直
春
ふ
か
く

目
出
た
く
か
し
く

の
し

　

初
春
吉
日

　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

御
母
上
様

お
み
つ
様

　
　

ま
い
る　

上
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【
資
料
２
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

尚
々
小
ほ
ん
と
の
へ
し
ま
し
て

進
上
申
候
、
あ
つ
ら
へ
候
所

い
ま
は
た
ニ
あ
け
て
御
座
候
て

あ
ま
れ
え（

延

引

ヵ

）

ん
に
ん
ニ
相
成

さ
や
う
思
召
可
被
下
、

春
名
お
ゆ
た
と
の
ニ
も

冬
ハ
な
ん
し
御
あ（

安

産

）

ん
さ
ん
め
て
度

こ
れ
も
何
そ
進
上
申
度
し
ま
を
着
や
う
ニ

あ
と
よ
り
御
い
わ
い
申
候
、

御
こ
と
わ
り
申
お
き
可
被
下
候
、

ま
事
ニ
此
か
た
ニ
て
ハ
ね
ん

く

ほ（

奉

公

）

う
こ
う
人
ふ（

不

精

）

し
や
う
ニ

相
成
き（

給

銀

）

や
う
き
ん
た
く

（
さ
ん
脱
ヵ
）

そ
れ
ゆ
へ
ま
事
ニ

く

て（

手

支

）

つ
か
い
ニ
て
こ
ま
り

く
ま
い
ら
せ
候
、

と（

当

年

）

ふ
ね
ん
ハ
さ
ん
し
度
存
候
へ
共
、

又
々
此
十
七
八
日

ま
る
亀
よ
り
ゑ
と
へ

若
と
の
様
御
出
ニ
て

て
（

手

前

）

ま
へ
て
御
小
や（

休
）す

遊
し

何
か

く
い（

忙

し

く

）

そ
も
し
く

又
々
三
月
ニ
ハ

大
と
の
様
御
下
り

其
せ
つ
ハ
御
入
遊
し

申
御
こ
し
ま
事
ニ

く

い
そ
も
し
く

又
々
相
す
み
候
へ
ば

さ
ん
し
度
た
の
し
ま
い
ら
せ
候
、

と
ふ
そ

く
御
手
す
き
も

御
さ
候
へ
ば
御
出
下
さ
れ
候
、
御
さ

（
左
右
）

う
入
ま
い
ら
せ
候

初
春
の
御
祝
義
し
て

は
や

く
こ
の
御
文

御
と
し
玉
御
寿
お
く
り
被
下

忝
め
て
度
受
納
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、

う
け
給
候
へ
ば
と
な
た
様
ニ
も

御
揃
遊
ハ
し
に
き

く

若
葉
の
春
へ
御
う
つ
ら
せ
ら
れ

か
す

く
御
め
て
度
う
れ
し
く

存
上
ま
い
ら
せ
候
、
う
け
給
候
へ
ば

五
左
衛
門
様
大
し（

庄

屋

）

や
う
や
仰
付
ら
れ

遊
ハ
し
、
か
つ

く
御
に
き

く

御
事
よ
ろ
し
く

御
悦
御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
候
歟

申
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
ニ
て
も
助
左
衛
門
皆
々

よ
ろ
し
く
御
悦
申
上
候
や
う

申
付
ま
い
ら
せ
候
、
又
々

御
ね（

念
）ん

も
し
御
入
ら
せ
ら
れ
子
共
め
い

く
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何
よ
り
の
御
品
お
く
り
被
下
候
、

忝
い
た
ゝ
き
受
納
い
た
し
悦
ま
い
ら
せ
候
、

御
皆
々
様
へ
よ
ろ
し
く

御
礼
御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
、

て
ま
へ
よ
り
ひ（

失

礼

）

つ
れ
い
な
か
ら

御
と
し
玉
い
わ
し
一
ひ（

俵

）

や
う

御
子
共
様
へ
そ
ま
つ
の

品
御
め
に
か
け
ま
い
ら
せ
候
、

御
受
納
可
被
下
、
ま
つ
ハ
あ
ら

く

　

御
礼
ま
て
ニ
め
て
度
か
し
く

の
し

　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

御
母
様

お
み
つ
様

　
　

御
返
事

 

【
資
料
３
】
井
口
ゆ
う
新
年
挨
拶
状

尚
々
春
成
て
も
寒
気
つ
よ
く

す
え

く
御
用
心
遊
し

御
わ

（

患

い

）

も
じ
様
な
き
や
う
ね

（

願

い

）

か
い

く
ま
い
ら
せ
候
、

二
月
ニ
ハ
さ
ん
し
ま
し
ゆ
る

く

御
つ
も
る
御
物
か
た
り
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、

□
（

虫

損

）

□
□
た
の
し
み
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、

末
な
か
ら

立
石
様
・
し（

茂

渡

）

け
と
う
様
へ
よ
ろ
し
く

御
つ
い
て
ニ

御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
候
、

折
口
・
し（

新

宿

）

ん
し
く
へ
も
文
上
度
候
へ
と
も

は
や

く
御
め
も
じ
存
ま
し

よ
ろ
し
く
御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
候
、

こ
な
た
皆
々
よ
ろ
し
く
申
上
候
や
う
申
付
ま
い
ら
せ
候
、

冬
の
内
ニ
た
れ
か
祝
義
ニ
人
上
申

つ
も
り
ニ
て
御
さ
候
所
、

か
れ
こ
れ
御
ふ
さ
た
い
た
し

あ
ま
り

く
久
々
人
上
不
申

ご
き
の
と
く
ニ
存
ま
い
ら
せ
候
、

何
事
も
御
め
も
し
ニ
て
□

（
虫
損
）

□
ま
い
ら
せ
候
、

初
春
の
御
寿
何
か
た
も

同
し
御
事
い
わ
い
納
ま
い
ら
せ
候
、

先
々
其
御
元
御
と
な
た
様
ニ
も

御
揃
遊
ハ
さ
れ
若
葉
の

春
へ
御
う
つ
り
被
成
、
か
す

く
御
目
出
た
く

御
嬉
し
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、

此
か
た
何
れ
も
無
事
に

年
か
さ
ね
悦
ま
い
ら
せ
候
、
乍
憚
御
き

（
気
持
ち
）

も
し
安
く

思
召
被
下
、
扨
ハ
相
か
わ
ら
ぬ
印
ま
て
ニ
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御
と
し
玉
く
れ
の
御
し

（

祝

儀

）

う
き
ま
て
ニ

御
子
共
た
ち
へ
そ

（

粗

末

）

ま
つ
の
品

御
め
に
か
け
ま
い
ら
せ
候
、
御
受
納
可
被
下
候
、

末
な
か
ら
五
左
衛
門
様
初
皆
々
様
へ

春
の
御
し
う
き
よ
ろ
し
く

御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
御
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

ま
つ
ハ
御
祝
義
ま
て
ニ

　
　
　
　

め
て
度
か
し
く

の
し

　
　

初
春
け
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

御
母
様

お
み
つ
様

　

ま
い
る
上

 

【
資
料
４
】
井
口
ゆ
う
書
状

尚
々
ほ（

盆

前

）

ん
ま
へ
ゆ
へ

か
い
物
の
こ
り
代
も（

物
）つ

御
こ
し
下
さ
れ
候
、

と
ふ
そ

く
と
ら
吉
様
御
出
成
れ

ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、

末
な
か
ら
御
と
な
た
様
へ
も

よ
ろ
し
く

く
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候

久
々
御
た
よ
り
承
り
不
申

御
遠

く
敷
存
上
ま
い
ら
せ
候
、

時
分
柄
あ
つ
さ
つ
よ
く

お
ハ
し
ま
し
候
へ
共
、
ま
つ

く

御
皆
々
様
御
機
嫌
よ
く

御
入
ら
せ
ら
れ
め
て
度
う
れ
し
く

存
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
方
皆
々

無
事
に
居
申
候
、
乍
憚

御
き

（
気
持
ち
）

も
し
安
く
思
召
被
下
候
、
扨
又

大
さ
か
よ
り
御
あ
つ
ら
へ
の

品
々
と
ゝ
の
へ
参
り
申

は（

羽

二

重

）

ふ
た
い
つ（

紬

）

む
き

か
ゝ
み
・
か
た
ひ
ら
扨
又

か
た
ひ
ら
あ
さ
き
ニ
も
ん
付
と

御
申
被
成
候
へ
共
、
此
れ
ハ

二
ツ
と
も
ゑ
〃
こ
ん
か
す
り
を

と
ゝ
の
へ
申
候
て
さ
や
う
ニ

思
召
被
下
、
も
ん
付
ハ
其
御
元
様
ニ
て

御
そ
め
て
御
や
り
下
さ
れ
候
、

し（

単

）

と
へ
物
そ
め
ぢ

申
遣
し
候
へ
ば

ゆ
か
た
ニ
い
た
し
候
や
う
な
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物
参
り
候
て
御
き

（
気
）入

不（
マ
マ
）

申
さ
す
ハ

御
か
へ
し
被
成
、
ゆ
か
た
も

一
ツ
ハ
入
申
物
ゆ
へ
こ
れ
を
ニ

遊
し
候
て
、
し（

単

）

と
へ
物
ハ

う
つ
く
し
き
も
め
ん
い
た
し

御
そ
め
被
成
候
て
も
よ
ろ
し
く

や
う
ニ
存
居
申
候
へ
と
も

思
召
と
遊
し
候
、
ほ（

盆

前

）

ん
ま
へ
ニ
ハ

人
御
こ
し
被
成
候
へ
ば

品
々
さ
し
上
ま
い
ら
せ
候
、

此
度
頼
吉
ち
よ
と

や
う
す
申
し
て
上
ま
い
ら
せ
候
、

同
人
よ
り
く
ハ
し
く
御
き
ゝ
取

可
被
下
候
、
扨
又
く
ハ
し
く

申
上
度
候
へ
共
、
小
い
と
義

ち
か

く
す
く
れ
不
申
候
ゆ
へ

心
（

親

戚

）

せ
き
ニ
御
さ
候
て
あ
ら

く

申
上
ま
い
ら
せ
候
、
う

（
乳
母
）

は
事

い
ま
た
御
さ
な
く
い
ろ

く

た
つ
ね
申
候
へ
と
も
な
け

（
か
脱
ヵ
）

ハ
し
く

御
さ
候
、
扨
々
こ
ま
り

く
ま
い
ら
せ
候
、

ご
ん
様
の
御
ぎ（

近

所

ヵ

）

ん
ち
や
う
ニ

う
ば
御
さ
候
へ
ば
、
と
ふ
そ

く

御
た
つ
ね
さ
せ
御
せ

（

世

話

）

も
し
様
ニ
て

御
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
頼
吉
二
三
日

と（

逗

留

）

ふ
り
う
い
た
し
さ
せ

と
ふ
そ

く
御
き

（
聞
き
合
わ
せ
ヵ
）

や
わ
せ

下
さ
れ
御
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
あ
ら

く

め
て
度
か
し
く

ゆ
か
た
ぢ
二
反

御
そ
め
物
二
反
さ
し
上
候
、

先
ハ
う
け
給
候
へ
ば

お
か
の
と
の
広
山
へ
は
や

く

御
遣
し
被
成
候
や
う
き
ゝ
ま
し

め
て
度
う
れ
し
く
存
ま
い
ら
せ
候
、

き
け
ん
よ
ろ
し
く
候
や

う
け
給
度
存
ま
い
ら
せ
候

　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

御
と
も
し
様

と
ら
吉
様

末
な
か
ら

御
□
□
様
へ
よ
ろ
し
く

御
つ
た
へ
ま
し
下
さ
れ
候

 

【
資
料
５
】
井
口
ゆ
う
書
状

尚
々
母
へ
さ
と
ふ
か
さ
ん
中
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た
は
こ
が
御
こ
し
被
下

と
し
よ
り
な
を

く
あ
い
そ

な
く
て
ハ
き

（

機

嫌

）

け
ん
あ
し
く
御
こ
し
被
下
呑
申
候

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

殊
の
ふ
ひ

（
冷
え
）

へ
よ
く

お
ハ
し
ま
し
候
へ
共
、
ま
つ

く

御
あ
な
た
様
初
皆
様
か
た

御
機
嫌
よ
く
御
入
ら
せ
ら
れ

候
半
と
め
て
度
う
れ
し
く

存
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
方
皆
々

無
事
に
居
申
、
乍
憚

御
き

（
気
持
ち
）

も
し
安
く
思
召
被
下

扨
あ
ま
り

く
久
々

御
た
よ
り
承
り
不
申
候
ゆ
へ

ち
よ
と
人
上
ま
い
ら
せ
候
、

そ
ま
つ
な
品
く

（
暮
れ
）

れ
の

御
祝
義
ま
て
ニ
御
め
に
か
け
ま
い
ら
せ
候
、

も
は
や
殊
の
ふ

お
し
つ
め
嘸
々

御
い（

忙

し

い

）

そ
も
し
様
と
存
ま
い
ら
せ
候
、

す
え

く
御
身
の
御
や
う
に

遊
し
御
し
ま
よ
せ
可
被
下
候
、

お
み
つ
様
ニ
も
此
せ
つ

も
は
や
御
さ（

産

前

）

ん
ま
へ
の
よ
し

そ
れ
い
か
ゝ
と
あ

（

案

じ

）

ん
し
候
、

く
わ
し
く
た
よ
り

御
き
か
せ
下
さ
れ
候
、
先
た
つ
お
い
つ
事

あ
（

赤

穂

）

こ
う
よ
り
も
ら
い
候
や
う

御
申
被
成
、
そ
れ
ハ
い
か
ゝ
成

申
候
や
、
其
事
も

御
た
つ
ね
申
上
く
わ
し
く

御
き
か
せ
、
先
た
つ
て

御
あ
な
た
様
御
か
へ
り
の

あ
と
へ
く（

黒

崎

）

ろ
さ
き
よ
り

嘉
平
様
み
へ
お
い
つ
を

も
（
貰
っ
て
）

ろ
て
も
ら
い
た
や
う

申
候
へ
と
も
、
あ
こ
う
の

や
う
す
し
れ
不
申
、

又
々
た
よ
り
申
ま
し
や
う
と

申
ま
い
ら
せ
候
、
と
ふ
そ

く

正
月
ニ
と
ら
吉
と
の

御
出
被
成
候
へ
ば
く
わ
し
く

申
入
ま
い
ら
せ
候
、
な
に
ふ
ん

よ
し
つ
も
な
く
ゆ
へ

何
事
も
春
の
事

し
か
し
あ
こ
う
の

や
う
す
く
ハ
し
く

御
き
か
せ
被
下
、
く
ろ
さ
き
の

事
ハ
わ
た
く
し
の
ほ
ん
な
い
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ふ
ん
ニ
て
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

此
事
ハ
大
か
た
母
さ
ん

よ
り
其
御
元
へ

春
申
て
ま
い
り
申
候
、

そ
れ
ま
て
ハ
し

（
ら
脱
ヵ
）

ぬ
ふ
り

被
成
被
下
候
、
す
え

く

御
機
嫌
よ
く
御
め
て
度
御
年

御
つ
も
り
春
ゆ
る

く

御
め
も
し
と
た
の
し
み
ま
い
ら
せ
候
、

　
　

あ
ら

く
め
て
度
か
し
く

　
　

十
二
月
十
九
日
出

〆
　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷
御
と
も
し
様
上

　
　
　

 

用
事

 

【
資
料
６
】
井
口
ゆ
う
書
状

尚
々
代
ぎ
ん
も
大
た
い
す

ま
た
壱
貫
目
ほ
と
入
申
候
て

さ
や
う
ニ
思
召
被
下
候
、

こ
れ
ぼ

（

盆

）ん
ま
て
ニ
や
り
申

候
へ
ば
よ
ろ
し
く

い
つ
れ

く
く
わ
し
く
ハ

あ
と
よ
り
申
候
て

あ
け
ま
い
ら
せ
候

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

時
分
柄
よ
ほ
と
た

（

暖

気

）

ん
ぎ
ニ

成
ま
い
ら
せ
候
、
い
よ

く

御
あ
な
た
様
・
皆
様

御
機
嫌
よ
く
御
入
遊
さ
れ

め
て
度
う
れ
し
く
存
候
、

此
方
皆
々
無
事
ニ
居
申

乍
憚
御
き
も
し
安
く

思
召
被
下
、
ま
事
ニ

先
た
つ
て
ハ
よ
ふ
そ
や

く

御
出
下
さ
れ
御
久
々
ふ
り
ニ

御
け（

見
）ん

も
し
様
い
た
し
山
々

う
れ
し
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
承
り
候
へ
ば

御
か
へ
の
う
へ
は
し
か

遊
し
候
よ
ふ
き
ゝ
ま
し

嘸
々
御
な（

難

儀

）

ん
も
し
様
と
存
上
ま
い
ら
せ
候
、

も
は
や
此
せ
つ
ハ
御
心
よ
く

御
な
り
遊
候
や
承
り
度
存
上
候
、

て
ま
へ
ニ
て
も
子
共
二
た
り
と
も

（
封
緘
）

（
別
紙
）
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先
ハ
は
し
か
い
た
し

申
、
此
せ
つ
ハ
よ
ろ
し
く

成
申
安

（

安

心

）

し
ん
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、
助
左
衛
門
も

十
五
日
ニ
御
き
け
ん
よ
く

か
へ
り
申
、
御
あ
つ
ら
へ
の
品
々

と
ゝ
の
へ
申
候
、
し
か
し

つ
む
ぎ
の
染
ち
ハ
み
く
る

し
く
候
て
、
こ
れ
ハ
し
ろ

を
こ

（
買
っ
て
）

う
て
そ
め
申
候
て

す
こ
し
な
は
る
り
申
候
、

し
た
ぎ
ハ
ふ
る
て
な

（
嘆
か
わ
し
く
）

け
ハ
し
敷

御
さ
な
く
候
ゆ
へ
、
こ
れ
も

あ
た
ら
敷
い
た
し
申
候
へ
ば

い
つ
れ
ふ

（
た
脱
ヵ
）

つ
ニ
て
弐
百
目
ハ

か
ゝ
り
申
候
へ
と
も
、
こ
れ

い
た
く
あ
た
ら
し
く

こ
う
て
御
や
り
被
下
候
、

此
よ
く
あ
つ
ら
へ
申
て

や
り
候
、
さ
や
う
ニ
思
召
被
下
候
、

ゑ（

越

後

帷

子

）

ち
ご
か
た
ひ
ら
ハ

此
せ
つ
ハ
な
き
ふ
る
し
物

ゆ
へ
、
此
す
く
ニ
と
ゝ
の
へ
申

つ
も
り
ニ
い
た
し
申
候
、

く
し
か
う
か
い
わ

た
ん

く
み

（
見
）申

候
所

い
つ
れ
五
両
御
た
し

遊
し
候
へ
ば
か
ん
さ
し
も

四
本
付
申
よ
ろ
し
く

御
と
ゝ
の
へ
申
候
、
三
両
て
ハ

あ
ま
り

く
み
く
る
し
く

と
ふ
そ

く
五
両
の

御
か
い
や
り
下
さ
れ
、

大
さ
か
姉
も
た
ん

く

せ
わ
い
た
さ
れ
、
き
る
物

も
た
ん

く
り
く
つ

い
た
し
、
り
こ
う
ニ
付

申
候
、
た
ん
す
ハ

殊
の
外
よ
ろ
し
く

御
さ
候
、
と
ふ
そ
や

く

く
し
か
う
か
い
五
両
の

御
と
ゝ
の
へ
申
つ
も
り
ニ

御
そ
う
た
ん
可
被
下

御
申
こ
し
遊
し
候
へ
ば

は
や

く
と
く
申
候
、

か
ん
さ
し
四
本
御
さ
候

て
弐
本
ハ
小
い
と
の
ニ

被
成
候
へ
ば
、
お
い
つ
の

四
両
ニ

（
マ
マ
）ほ

と
ニ
な
り
申
候
て

さ
す
れ
も
三
両
と

御
申
被
成
候
所
壱
両
の
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ち
か
い
ニ
相
成
申
ゆ
へ

こ
れ
な
れ
ば
り

（
立
派
）

は
ニ
御
さ
候
、

た
ん
す
ハ
い
つ
遣
し

申
候
や
、
ち
よ
と

御
申
こ
し
被
下
、
其
せ
つ

く
し
か
う
か
い
の
事

御
そ
う
た
ん
の
う
へ

御
申
こ
し
下
さ
れ
候
、

　
　

あ
ら

く
め
て
度
か
し
く

代
ぎ
ん
も
壱
貫
ほ
と

御
こ
し
な
さ
れ
候
へ
ば

相
す
み
候
や
う
き

（
聞
）

申
候
、

又
々
あ
と
よ
り
申
し
て
あ
け
候

〆
　

四
月
廿
日
出

　
　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

　

御
と
も
し
様
上

　
　
　
　
　

用
事

 

【
資
料
７
】
井
口
ゆ
う
書
状

一
寸
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
よ
ほ
と

た
（

暖

気

）

ん
き
成
ま
い
ら
せ
候
、
い
よ

く

御
皆
様
御
機
嫌
よ
く

め
て
度
う
れ
し
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、

此
方
皆
々
無
事
居
申
候
、

扨
又
今
日
た
ん
す

両
（

両

掛

）

か
け
遣
し
御
う
け
取
可
被
下
候
、

両
か
け
一
が
わ
の
こ
し
お
き
候
、

又
々
の
こ
り
の
品
々

入
て
又
々
あ
と
よ
り
両
か
け
二
が
の
品

遣
ハ
し
申
候
、
此
度
ハ

両
か
け
一
が
遣
し
さ
や
う
ニ

思
召
可
被
下
、
な

（

斜

子

）

ゝ
こ
く
ろ

つ
め
ニ
い
た
し
候
せ
つ

八
か
へ
し
ニ
相
成
申
や
う
ニ

お（

衽

）

く
ひ
の
は

（

八

掛

）

か
け
も

（
紅
絹
）

み
の

き
（

裂

）れ
の
中
へ
入
お
き
候
、

さ
や
う
思
召
可
被
下
候
、

く
し
か
う
か
い
何
と
ぞ

御
返
事
御
申
こ
し

五
両
の
し

（

至

極

）

こ
く
よ
ろ
し
く

候
て
か
や
う
申
上
、
こ
れ
ハ

い
や
う
ニ
て
も
よ
く
候
て

（
封
緘
）

（
別
紙
）
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御
さ
候
思
召
ニ
御
申
上
候
、

又
ハ
三
両
ニ
て
も
と
ゝ
の
へ
申
候
て

何
と
そ

く
御
返
事

御
き
か
せ
可
被
下
候
、
い
そ
き

く

あ
ら

く
め
て
度
か
し
く

か
た
ひ
ら
ハ
ゑ
の
こ
ん
か
す
り
ニ
い
た
し

ふ
り
ふ
た
め
ニ
い
た
し
候
、

あ
さ
き
ニ
も
ん
付
は
な
ら
で

よ
ろ
し
く
と
皆
々
申
さ
れ
候
、

ゑ
こ
か
す
り
よ
ろ
し
く

う
つ
く
し
き
か
す
り
ニ

申
し
て
や
り
候
、

染
し
と
へ
物
も
あ
と
よ
り

遣
し
候
、
さ
や
う
思
召
可
被
下
候

 

（
端
裏
）

 

「
大
谷
御
お
と
も
し
様　

ゆ
う
よ
り

　
　
　
　
　

用
事　
　
　
　
　
　
　
　

」

 

【
資
料
８
】
井
口
ゆ
う
書
状

尚
々

御
と
も
し
様
へ
よ
ろ
し
く

御
見
舞
御
申
上
下
さ
れ
候

御
頼
申
上
ま
い
ら
せ
候
、

御
元
御
子
共
た
ち

御
丈

（
丈
夫
）

ふ
御
入
め
て
度
不

（
マ
マ
）申

上
ま
い
ら
せ
候
、

此
方
お
石
事
た
ん

く
丈

（
丈
夫
）

ふ
ニ
な
り

悦
ま
い
ら
せ
候
、

御
あ
ん
し
ん
可
被
下
候

よ
き
た
よ
り
御
さ
候
て

ち
よ
と
御
た
つ
ね

い
よ

く
御
皆
様

御
機
嫌
よ
く
め
て
度
う
れ
し
く

存
上
ま
い
ら
せ
候
、
扨
又

先
（

先

日

）

も
し
し（

新

在

家

）

ん
さ
い
け
よ
り

承
り
候
へ
ば
御
と（

父

）

も
じ
様
や
は
り

く

御
す
く
れ
遊
さ
れ
す

候
よ
し
き
ゝ
ま
し

山
々
あ
ん
じ
申

嘸
々
あ
つ
さ
の
時

御
な（

難

儀

）

ん
も
し
様
と
存
上
ま
い
ら
せ
候
、

と
ふ
そ

く
御
く
す
り

御
せ

（

精

）い
ニ
御
あ
か
り
は
や

く

御
心
よ
く
御
な
り
被
下
候
、

ち
と

く
御
見
舞
ニ

人
上
不

（
マ
マ
）

申
度
存
な
か
ら
も

て
ま
へ
ニ
も
山
の
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石
か
け
く
へ
不
申

さ
て

く
大
ふ

（

普

請

）

し
ん
ニ
て

そ
れ
ゆ
へ
人
も
ふ
ち
や
う
ニ

御
さ
候
ニ
て
御
ふ
さ
た

い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、
先
ハ

御
あ
つ
ら
へ
の
は（

羽

二

重

）

ふ
た
い

つ
む
ぎ
も
下
り

申
候
て
い
つ
れ

中
ご
ろ
す
ぎ
ニ

人
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
度
ハ

た
よ
り
な
か
ら

む（

梅

干

）

め
ほ
し
さ
し
上
ま
い
ら
せ
候
、

梅
ほ
し
ハ
此
方
ニ
ハ

た
く
さ
ん
御
さ
候
、

ま
た

く
た
よ
り
ニ

さ
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
か（

干

瓢

）

ん
ひ
や
う

す
こ
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
お

（
煮
し
め
ヵ
）

に
し
ニ

被
成
御
あ
け
可
被
下
候
、

す
え

く
御
大
事
ニ

御
く
す
り
御
あ
け
可
被
下
候
、

遠
方
事
ハ
か

（

陰

）け
ニ
て

あ
ん
じ
ま
し
、
と
ふ
そ

く

又
の
た
よ
り
ニ
く
わ
し
く

御
や
う
す
御
き
か
せ

待
上
ま
い
ら
せ
候
、
あ
ら

く
め
て
度
か
し
く

扨
先

（

先

日

）

も
し
御
と（

父

）

も
し
様
よ
り

お
ミ
つ
様
・
お
い
つ
と
の
く
し

か
う
か
い
の
事
御
申
こ
し

遊
ハ
し
、
三
両
く
ら
い

御
と
く
く
れ
と
御
申
こ
し

遊
ハ
し
、
く
し
か
う
か
い

斗
ニ
て
か
ん
さ
し

な
し
ニ
い
た
し
候
へ
ば

三
両
ニ
て
と
ゝ
の
へ
申
候
、

か
ん
さ
し
弐
本
そ
へ
候
へ
ば

い
つ
れ
五
両
ハ
い
た
し

不
（
マ
マ
）申

さ
ね
ハ
よ
ろ
し
く

御
さ
候
な
く
、
む
か
し

の
や
う
な
う
す
い

の
な
れ
ハ
よ
く
て

候
へ
共
、
い
ま
の
や
う
な

く
し
か
う
か
い
ハ

い
つ
れ
本
へ

（

鼈

甲

）

こ
う
と

申
候
へ
ば
中

く

と
ゝ
の
へ
不
申
、
五
両
と

申
の
も
や
は
り

く

へ
こ
う
づ
ゝ
み
ニ
て

本
へ
こ
う
と
か
わ
り
不
申

こ
れ
な
れ
ハ
よ
ろ
し
く
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い
つ
れ
三
両
て
ハ

あ
し
く
四
両
く
ら
い
ニ

い
た
し
申
候
、
さ
や
う
ニ

お
ほ
し
め
し
可
被
下
候
、

あ
ら

く
以
上

　

〆
（
封
緘
下
部
）

　
　
　

七
月
十
日
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
口
ゆ
う
よ
り

大
谷

御
母
様

お
ミ
つ
様

お
い
つ
と
の　

ま
い
る

　

〆
（
封
緘
上
部
）


