
一
は
じ
め
に

幕
政
の
展
開
、
な
い
し
は
幕
藩
体
制
社
会
の
把
握
の
た
め
に
、
幕
府
法
令
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
と
同
様
に
、
個
別
藩
制
史
の
追
求
に
あ
っ
て
は
、
幕
府
法
と
の
関
連
、
対
比
を
一
方
で

は
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
法
令
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
戦
後
二
十
年
間
の
近
世
史
研
究
の
進
歩
は
刮
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
と
も

な
い
各
種
多
様
な
史
料
の
公
刊
も
相
次
ぎ
、
共
有
財
産
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
よ
ろ
こ
ば
し

（
一
）

い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

い
ま
藩
の
場
合
を
ゑ
て
も
、
藩
法
研
究
会
の
手
に
よ
る
『
藩
法
集
』
の
刊
行
が
な
さ
れ
つ
つ
あ

る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た
史
料
集
も
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
そ

の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
近
世
関
係
史
料
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
場
合
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
ま
た
前
記
藩
法
集
と
い
っ
た
形
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
藩
の
場
合
は
と
も
か
く
、

そ
れ
が
部
分
的
に
し
か
判
明
し
な
い
藩
の
場
合
に
は
、
そ
の
藩
政
の
動
向
を
追
求
す
る
際
に
一
層

の
困
難
に
逢
着
す
る
。

本
稿
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
秋
田
藩
の
場
合
を
考
え
た
場
合
、
戦
後
本
格
的
な
形
で
刊
行
さ
れ

た
藩
制
関
係
史
料
は
、
『
梅
津
政
景
日
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
以
外
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
っ
て

（
一
一
）

よ
い
・た

し
か
に
進
渉
し
た
研
究
の
現
段
階
の
要
請
に
答
え
る
よ
う
な
史
料
（
集
）
の
刊
行
は
、
と
く

に
経
済
的
困
難
さ
か
ら
し
て
も
な
か
な
か
簡
単
に
は
い
か
な
い
点
が
多
い
。
し
か
し
反
面
、
そ
う

し
た
ギ
ャ
ッ
プ
が
逆
に
研
究
の
前
進
の
一
つ
の
制
約
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
看
取
で
き
な

い
。

（
一
二
）

秋
田
藩
政
を
め
ぐ
る
個
別
研
究
は
山
口
啓
二
氏
、
鎌
田
永
吉
氏
の
研
究
を
中
心
と
し
て
初
期
の

一
八
世
紀
後
期
’
一
九
世
紀
前
期

秋
田
藩
「
町
触
」
に
関
す
る
一
考
察

ｌ
寛
政
改
革
に
お
け
る
藩
法
令
の
基
礎
的

問
題
を
中
心
に
Ｉ

I

高
橋
秀
夫

問
題
が
多
く
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
と
ぼ
し
い
現

状
で
あ
る
。

本
稿
で
は
現
在
ま
で
筆
者
の
調
査
を
す
す
め
て
き
た
限
り
で
の
「
町
触
」
の
う
ち
か
ら
、
ま
と

ま
っ
た
形
で
判
明
す
る
も
の
を
、
そ
の
冒
頭
で
あ
る
明
和
末
か
ら
化
政
期
を
へ
て
天
保
二
年
に
至

る
時
期
に
範
囲
を
限
定
し
て
、
そ
の
紹
介
を
か
ね
つ
つ
、
そ
の
文
献
に
そ
く
し
て
の
基
礎
的
考
察

を
試
承
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
町
触
は
明
和
末
か
ら
明
治
二
年
に
至
る
ま
で
、
途
中
若
干
欠
け
な
が
ら
続
く
の
で
あ
る

が
、
い
ま
こ
こ
で
そ
の
全
部
を
取
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
紙
巾
の
関
係
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第

一
に
筆
者
の
当
面
の
問
題
関
心
に
よ
っ
て
、
所
謂
秋
田
藩
に
お
け
る
寛
政
改
革
の
諸
過
程
の
究
明

の
一
環
と
し
て
、
町
触
か
ら
ゑ
た
場
合
い
か
な
る
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
く
に
義
和
の
治
世
（
天

明
五
・
七
Ｉ
文
化
一
二
・
七
在
任
）
の
寛
政
か
ら
文
化
期
に
か
け
て
の
改
革
政
治
と
い
わ
れ
る
も

の
を
、
そ
の
前
後
の
藩
政
と
の
対
比
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
ゑ
た
い
と
い
う
こ
と
。
う
ら
を

か
え
せ
ば
、
逆
に
右
の
課
題
の
追
求
に
あ
た
っ
て
、
当
面
ま
と
ま
っ
た
形
で
藩
政
の
推
移
を
集
成

し
た
基
本
的
史
料
の
鉄
如
す
る
現
段
階
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
そ
の
性
格
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。

あ
わ
せ
て
第
二
に
は
、
具
体
的
に
は
後
に
の
べ
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
寛
政
後
期
就
中
同
七
年

の
郡
奉
行
設
置
以
降
に
お
け
る
藩
政
（
と
く
に
農
村
支
配
）
の
対
応
の
変
化
と
い
う
こ
と
と
、
惜

む
ら
く
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
の
分
を
欠
く
と
い
っ
た

制
約
を
も
考
慮
し
つ
つ
問
題
を
限
定
し
た
た
め
で
あ
る
。

註
（
己
し
か
し
佐
食
木
潤
之
介
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
『
大
日
本
史
料
』
（
江
戸
時
代
関
係
）
の
刊

行
の
進
行
の
問
題
（
同
氏
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
一
○
頁
）
や
、
全
国
的
に
承
れ
ば
ま

だ
確
固
た
る
保
存
措
置
の
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
多
く
の
史
料
の
保
存
問
題
や
、

共
通
の
公
開
利
用
方
法
な
ど
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

（
二
）
わ
ず
か
に
秋
田
県
全
体
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
、
多
面
的
分
野
の
内
容
の
も
の
を
採

録
し
た
『
県
史
』
資
料
編
が
近
世
関
係
上
下
二
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
巻
数
か
ら
し
て
多

く
の
制
約
が
ま
ぬ
が
れ
難
い
。

（
三
）
山
口
啓
二
「
秋
田
藩
成
立
期
の
藩
財
政
」
（
「
社
会
経
済
史
学
」
二
四
ノ
ー
）

鎌
田
永
吉
「
村
落
制
度
と
知
行
制
度
」
（
同
前
害
）

二
「
町
触
」
の
概
要

（
一
）
‐

現
在
判
明
す
る
秋
田
藩
の
「
町
触
控
」
の
全
貌
は
表
一
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
秋
田
県
立
図

p
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表2 町触控目録
(A317/57/1)

表1
か
か
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
つ
ぎ
に
こ
の
町
触
が
こ
の
時
期
の
藩
法
令
全
体
の
な
か
で
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

秋
田
藩
に
集
成
さ
れ
た
藩
法
令
が
あ
っ
た
な
ら
非
常
に
便
利
な
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ

（
一
一
）

そ
う
し
た
ま
と
ま
っ
た
形
の
も
の
は
存
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
二
）

わ
ず
か
に
、
「
国
典
類
抄
」
後
篇
雑
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
於
秋
田
被
仰
渡
」
と
比
較
検
討

で
き
る
。
こ
の
後
篇
「
於
秋
田
被
仰
渡
」
（
以
下
仰
渡
と
略
す
）
は
雑
部
四
冊
か
ら
八
冊
目
ま
で

の
五
冊
と
な
っ
て
お
り
、
寛
延
二
年
か
ら
天
明
五
年
ま
で
の
分
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ

（
四
）

の
う
ち
か
ら
明
和
七
年
二
月
以
降
が
対
比
で
き
る
。

こ
の
国
典
類
抄
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
仰
渡
」
は
そ
の
数
か
ら
し
て
、
ま
た
他
史
料
と
つ
き

町 触 控
(A317/57/2)

書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
考
証
は
省
略
す
る
が
そ
の
様
態
か
ら
し
て
旧
藩
庁
よ
り
の
引
継

文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
明
和
ｌ
明
治
ま
で
残
念
な
が
ら
連
続
せ
ず
、
と
く
に
途
中
天
保

三
’
五
年
末
ま
で
と
、
天
保
九
年
か
ら
嘉
永
四
年
ま
で
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
前
後

か
ら
ゑ
て
、
お
そ
ら
く
途
中
で
紛
失
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
こ
の
目
録
が
別
冊
と
な
っ
て
表
こ
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
検
索
に
便
利
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
は
天
保
三
年
以
降
の
分
が
な
い
の
で
本
文
の
先
に
あ
げ
た
大
き
く
欠
け
て
い
る

1
1冊
〃

〃

〃

〃

明和
天明
寛政
文化
〃

２
２
２
２
２

１
１
１
１
１

●
●
●
●
●

４
７
５
６
２

刑
融
眺
〃
珊

卜
脹
脹
脹
脹

●
●
●
●
●

７
５
８
６
７

期 間 i冊

年月 年月
明和7.2一明和9． 3
安永7.2－安永4．12
〃 5．1－〃 7．12

〃 8．1－〃 9．12

"10.1-天明2閏9
天明3．1－〃 3．12
〃4.閨1－〃 4．12
〃 5．1－〃 5．12

〃 6．2－〃 7．12

〃 8．1－寛政元.12
寛政2．1－〃 3． 1
〃 3．1－〃 3．12
〃 4．1－〃 4．12

〃 5．1－〃 5．12

〃 6．1－〃 7．12

〃 8．1－〃 9．12
〃10．2－〃12．12

〃13.2-享和2．12
享和3．1－文化元.12
文化2．1－〃 3．12
〃 4．1－〃 5．12
〃 6．1－〃 6．12

〃 7．1－文政5．11
〃 6．1－〃10．10

〃11.1-天保2．12
〃 6．1－〃 8．12

嘉永5．1－安政元.12
安政4．1－文久元.12
文久2．1－慶応元.12
慶応2．1－明治2．12

『
上
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

部
分
が
目
録
だ
け
に
よ
っ
て
も
残
念
な
が
ら
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

本
文
の
現
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
前
後
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
途
中

一
部
分
抜
け
て
い
た
り
、
虫
喰
い
の
た
め
判
読
不
能
な
部
分
も
若
干
あ
る
。

こ
の
内
容
は
目
録
か
ら
例
示
す
れ
ば
、

「
一
、
明
和
七
年
二
月
村
方
取
扱
ノ
義
二
付
御
代
官
江
被
仰
渡
候
事

一
、
同
年
同
月
人
相
書
被
仰
渡
候
事

一
、
同
年
三
月
火
ノ
本
要
心
被
仰
渡
候
事
」

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
の
件
数
だ
け
を
あ
と
の
表
四
に
示
し
て
お
い
た
。

計 | 30

1.期間は表紙の記載による

か
ら
で
、
同
年
の
ほ
か
の
も
の
で
も
、
無
提
灯
往
来
禁
止
や
、
屋
敷
調
役
人
廃
止
と
い
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
一
を
挙
げ
な
い
が
、
他
の
年
の
両
者
の
不
整
合
を
検
討
し
て
も
町
触
の
方
に
重
要
な
も

の
で
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
町
触
控
」
は
藩
仰
渡
を
ほ
ぼ
網
羅
し
た
も
の
と
当
面
措
定
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
厳
密
に
い
え
ば
天
明
五
年
迄
の
分
に
つ
い
て
だ
け
と
い
う
枠
内

に
限
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
降
の
分
は
現
在
の
と
こ
ろ
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
対
比
で
き

る
史
料
は
な
く
、
天
明
五
年
以
降
の
町
触
控
の
各
冊
の
状
態
か
ら
し
て
も
、
一
応
右
の
延
長
上
に

あ
る
も
の
と
設
定
し
て
論
を
す
す
め
た
い
。

つ
ぎ
に
検
討
し
た
い
こ
と
は
、
前
記
の
こ
と
に
関
連
し
て
こ
の
町
触
を
如
何
な
る
性
格
の
も
の

と
考
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
合
の
よ
い
こ
と
に
各
町
触
の
文
末
に
は
そ
の
宛
所

が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
一
・
二
例
示
す
る
。

「
（
前
略
）

右
之
趣
壱
町
井
支
配
有
之
面
灸
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
、
已
上

七
月

子
時
明
和
七
年
寅
七
月
六
日
被
仰
渡
候

一
、
四
拾
壱
通
町
触
但
町
宅
医
者
と
も
に
外
壱
通
家
来
触
」

同
七
年
七
月
廿
一
日
の
場
合
は
、

表3 あ
わ
せ
て
ゑ
て
、
藩
仰
渡
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
国
典
類
抄
の
雑
部
の
な

か
に
も
、
た
と
え
ば
「
倹
約
」
の
事
項
が
、
「
仰
渡
」
の
す
ぐ
あ
と
に
で
て
く
る
が
、
そ
こ
に
は

本
来
当
然
「
仰
渡
」
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
よ
い
筈
と
思
わ
れ
る
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
。
ま
た
雑
部
以
外
の
、
吉
、
凶
、
軍
、
賓
、
嘉
の
各
部
に
も
そ
う
し
た
例
が
見
出
せ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
「
仰
渡
」
は
あ
く
ま
で
も
化
政
の
時
点
に
お
け
る
国
典
類

抄
編
纂
者
の
一
定
の
判
断
に
も
と
づ
く
ピ
ッ
ク
ァ
ッ
。
フ
、
分
類
に
よ
る
も
の
と
ゑ
て
よ
い
。
そ

（
五
）

こ
で
両
者
を
対
比
し
た
も
の
が
次
の
表
三
で
あ
る
。

国典類抄と町触控の比較

年代|塞職|騨警
’７

８
元
２
３
４
５
６
７
８
９
元
２
３
４
５

和
永
明

明
安
天

６
３
６
５
２
３
６
７
２
４
３
９
３
３
３
３

２
１

１
３
０
４
２
３
４
７
２
３
２
７
２
３
０
２

１
１

1

1

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
安
永
元
年
が

大
き
な
差
が
あ
る
が
、
こ
れ
の
主

因
は
「
仰
渡
」
が
十
一
月
八
、
十

二
、
十
三
、
十
四
、
十
六
、
二
二
、

二
四
、
二
六
日
、
十
二
月
六
、
十

六
、
二
五
、
二
八
日
と
集
中
し
て

他
領
よ
り
の
悪
銭
流
入
問
題
が
一

連
の
も
の
と
し
て
取
上
げ
て
い
る

屋
敷
調
役
人
廃
止
と
い
っ
た
こ
と
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「
（
前
略
）

右
被
仰
渡
左
之
通

一
、
佐
竹
河
内
同
左
衛
門
同
大
和
塩
谷
弥
太
郎
向
庄
九
郎
戸
村
十
太
夫

多
賀
谷
長
門
茂
木
若
狭
江
家
来
触
壱
通

一
、
梅
津
小
太
郎
松
野
弥
五
郎
渋
江
内
膳
江
壱
通
宛

一
、
寺
社
奉
行
江
壱
通
宛

一
、
大
山
因
幡
江
壱
通
但
宿
継
二
而

一
、
角
館
本
御
家
中
但
町
送
に
而
壱
通

一
、
下
仙
北
御
代
官
江
弐
通
」

こ
の
よ
う
に
渡
所
が
記
さ
れ
て
お
る
の
が
大
半
で
そ
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
領
内
各
地
の
所
預

（
六
）

宛
や
、
代
官
、
能
代
奉
行
、
本
方
奉
行
、
副
役
な
ど
の
場
合
も
承
ら
れ
興
味
が
あ
る
。
そ
の
点
か

ら
承
れ
ば
単
な
る
町
触
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
ゑ
て
よ
い
。
た
だ
全
般
を
通
し
て
い
え

る
こ
と
は
、
「
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
茂
可
被
申
渡
」
と
い
う
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
特
色
を
示
し
て
い
る
。

天
明
六
年
五
月
二
日
に
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
町
触
を
以
被
仰
渡
候
儀
此
度
か
被
相
改
、
都
而
被
仰
渡
候
義
は
御
会
所
江
御
張
出
被
成
、

其
節
町
を
江
御
使
番
を
以
被
相
触
候
間
、
壱
人
宛
罷
出
右
書
付
写
取
町
内
弁
支
配
有
之
面
を

ハ
其
方
江
も
可
被
申
渡
候

但
差
掛
候
被
仰
渡
は
町
を
江
御
触
流
被
成
候
間
右
之
趣
町
内
井
支
配
江
も
可
被
申
渡
侯
、

若
長
き
御
触
に
候
は
上
御
触
流
之
上
翌
三
日
御
会
所
江
御
張
出
茂
可
被
成
置
候
間
是
又
写
取

可
被
申
渡
候

一
、
（
切
支
丹
御
調
帳
の
事
に
付
略
ｌ
引
用
者
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

右
之
趣
此
度
御
吟
味
を
以
被
相
改
候
間
此
旨
相
心
得
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も

可
被
申
渡
候
、
以
上

五
月（

渡
処
略
）
（
傍
点
ｌ
引
用
者
）
」

と
、
町
触
を
原
則
と
し
て
会
所
張
出
と
す
る
こ
と
に
改
正
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
す
ぐ
引
続

く
同
年
五
月
八
日
の
文
末
に
は
、
「
右
者
町
を
方
壱
人
宛
御
会
所
へ
罷
出
写
坂
候
様
御
使
番
を
以

被
仰
触
候
」
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
徹
底
を
は
か
っ
て
い
る
。

註（
一
）
『
秋
田
県
史
』
資
料
編
近
世
下
八
一
四
’
八
八
七
頁
に
一
部
抄
録
し
て
あ
る
。
ま
た

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
こ
の
写
本
五
冊
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

三
内
客
の
検
討

こ
こ
で
明
和
七
年
以
降
の
個
々
の
町
触
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
「
目

録
」
だ
け
で
も
紹
介
し
た
く
、
不
十
分
な
形
で
は
あ
る
が
そ
の
一
覧
表
を
作
製
し
た
の
で
あ
る

が
、
掲
載
上
の
制
約
か
ら
割
愛
し
、
や
む
を
得
ず
こ
こ
で
は
各
年
各
月
ご
と
の
町
触
件
数
の
表
示

に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
、
い
（
表
四
）
・

表
四
の
件
数
を
便
宜
上
、
義
敦
期
（
〔
宝
歴
八
〕
Ｉ
明
和
七
ｌ
天
明
五
）
、
義
和
期
（
天
明
五
ｌ

（
一
）

文
化
一
二
）
、
義
厚
期
（
文
化
一
二
ｌ
天
保
二
ｌ
〔
弘
化
三
〕
）
に
わ
け
て
検
討
を
進
め
て
承
よ
う
。

前
述
の
ご
と
く
、
明
和
七
年
以
前
が
わ
か
ら
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
当
初
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
は
、
ほ
ぼ
各
年
二
十
か
ら
三
十
件
前
後
ま
で
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
天
明
以

前
の
分
で
と
く
に
際
立
っ
て
多
い
年
が
安
永
元
年
の
四
八
と
約
二
倍
に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は

江
戸
屋
敷
の
焼
失
（
三
月
）
に
端
を
発
し
そ
の
処
置
、
前
後
策
が
増
加
の
直
接
的
原
因
を
な
し
て

い
る
。
同
様
な
こ
と
は
安
永
七
年
の
久
保
田
城
本
丸
焼
失
の
際
に
も
ふ
ら
れ
る
。

こ
れ
が
、
天
明
に
入
る
と
元
年
か
ら
五
年
ま
で
連
年
四
十
件
以
上
と
異
常
な
増
加
を
示
し
て
く

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
天
明
元
年
の
凶
作
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
連
年
続
き
そ
の
ピ
ー
ク
が

三
年
の
全
国
的
な
大
凶
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
基
因
し
て
い
る
。
件
数
で
は
四
年
の
五
七
が
最

「
町
触
控
」
は
こ
れ
ま
で
既
刊
の
同
図
書
館
に
よ
る
印
刷
刊
行
さ
れ
た
所
蔵
目
録
中
に
は
ま

だ
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
便
宜
上
架
蔵
番
号
を
も
付
し
て
お
く
。
な
お
同
館
の
印
刷
刊
行

し
た
目
録
に
つ
い
て
は
、
日
本
図
書
館
協
会
郷
士
の
資
料
委
員
会
編
『
郷
士
資
料
目
録
総

覧
』
（
一
九
六
五
・
三
、
日
本
図
書
館
協
会
発
行
）
所
収
秋
田
県
の
部
（
一
七
’
八
頁
）
参
照

（
二
）
戦
前
か
ら
秋
田
に
関
す
る
数
灸
の
業
績
を
積
上
げ
て
こ
ら
れ
た
故
山
崎
真
一
郎
氏
に
か

っ
て
筆
者
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
教
示
を
乞
う
た
折
、
氏
も
関
心
を
持
っ
て
探
索
を
お
こ
な

っ
て
き
た
が
・
・
・
…
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
三
）
「
国
典
類
抄
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
目
録
に
つ
い
て
は
、
秋
田
図
書
館
報
、
別
輯
二
号

「
佐
竹
文
庫
目
録
」
弐
・
参
合
併
号
参
照
。

（
四
）
「
於
秋
田
被
仰
渡
」
の
ほ
か
に
、
「
於
江
戸
被
仰
渡
」
（
一
冊
）
と
も
対
比
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
分
は
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
数
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
ご
く
そ

の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
こ
こ
で
は
説
明
を
は
ぶ
い
た
。

（
五
）
本
来
な
ら
ば
国
典
類
抄
の
全
部
（
四
七
五
冊
現
存
）
に
あ
た
っ
て
ゑ
て
、
町
触
と
比
較

し
て
承
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
前
者
は
天
明
万
年
義
和
襲
封
以
前
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
義
和
以
降
の
分
と
の
対
比
は
で
き
な
い
の
で
省
略
し
た
。

（
六
）
厳
密
に
は
、
渡
所
と
藩
の
職
制
の
あ
り
方
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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触 件 数高
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
そ
の
対
策
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
件
数
の
上
で
の
町
触
の
活
溌
さ
は
、
そ
れ
が
藩
政
の
強
化
、
又
は
再
編
成
を

指
向
す
る
と
い
っ
た
形
の
も
の
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
文
字
通
り
そ
の
対
策
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
苦
境
か
ら
立
直
る

い
と
ま
も
な
い
藩
政
の
混
乱
期
に
藩
主
が
か
わ
る
と
い
う
事
態
を
む
か
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

時
新
藩
主
義
和
は
ま
だ
二
才
と
い
う
幼
少
な
た
め
、
叔
父
の
左
近
義
方
が
政
治
を
当
面
と
り
お
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１
ｑ
ｄ
Ⅱ
Ⅱ
！

０
１
’
０
，
４
凸
１
８
９

’

’郡奉行設置

’

０
１
参
１
１
３
１
１
０

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｏ
１
３
４
３
３
１
５
４
３
０
１
４

４
．
口
０
日
■
■
Ｕ
ｌ
Ⅱ
８
■
■
Ⅱ
日
■
１
１
１
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
７
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
ｌ
０
ｄ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
リ
ニ
。
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
０
Ｊ
０
Ⅱ
０
８
０
０
０
‐
●
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
‐
，
ｂ
ｆ
Ｏ
ｄ
■
■
ｑ
・
■
■
、
■
■
■
■
■
■
■
Ｖ
Ｄ
Ｏ
０
日
■
■
■
■
Ⅱ
９
８
１
Ⅱ

２
３
１
４
２
６
１
５
１
２
２
２
１
０
１
０
３
０
１
２

胆
元
２
３
元
２
３
４
５
６

日
上

〃
詞
〃
〃
列
〃
〃
〃
〃
〃

江戸神田川没

江戸屋敷類焼

木山方改革，植林保護
江戸屋敷（上，中，下）焼失
松前出兵

能代木山方設置
開発令

六郡開発令
絹方役所設置
義和没→義厚（4才）

こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
藩
主
が
か
わ
っ
た
直
後
に
は
先
君
の
遺
志
を
継
承
し
て
政
治
刷
新
の
方

針
が
は
っ
き
り
と
打
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
天
明
末
の
八
年
頃
か
ら
寛
政
二
’
三
年
に
か
け

て
、
と
く
に
寛
政
元
年
評
定
奉
行
設
置
、
学
館
設
置
の
時
期
か
ら
着
女
と
そ
れ
が
実
行
に
移
さ

（
一
一
）

れ
て
い
っ
た
。
寛
政
元
年
（
五
十
件
）
を
前
後
す
る
件
数
は
そ
の
一
証
左
で
あ
る
。

か
く
て
、
寛
政
四
年
以
降
は
、
義
方
の
摂
政
を
廃
止
し
て
表
面
は
義
和
の
親
政
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
か
ら
藩
政
は
所
謂
改
革
が
具
体
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
著
名
な
も
の
が
こ
れ
ま
で
藩
財
政
に
大
き
く
寄
与
し
つ
つ
も
一
・
八
世
紀
後
半
以
降
に
あ
っ

I1

lI|]’
'61

1 1'2
， §’

２
２
４
０
３
７
１
８
４

｜
｜

’

ｌ
略
９

．
ワ
０
○
丁
。
，
和
Ｑ
Ｊ

’
８
２
欠
２
２
１

１
２
後
３

■
９
ｄ
Ｌ
ｈ
９
■
■
０
９
０
９

７
８
９
蛆
、
廻
略
皿
元
２

″
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
蛾
〃

１
１
１
１
１
１
１
４
■
０
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
１
１
ｌ
０
６
１
０
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｌ
ｌ
ｌ
９
Ⅱ
０
１

’

’Ｊ
２
２
３
Ｊ
２
１
０
０
０
２
３
０
５
０
ｆ

４
１
Ⅱ
，
凸
戸
々

６
ゴ
マ
？
０
“
Ｂ
Ｄ
４
０
Ｊ
Ｊ
■
Ｕ
Ｏ
Ｈ
ｇ
ｆ
Ｐ
凸
ｑ
ｏ
ｐ
Ｉ
等
１
１
’
９
‘
Ｉ
ｌ
０
０
ｐ
Ｅ
■
甦
勺
も
，
４
日
屯
●
△
Ｆ
ｌ
０
亙
り
凸
？
〃
Ｌ
Ｉ
ｒ
ａ
－
■
■
Ｆ
６
０
０
■
。
‐
Ｇ

Ｑ

ワ

■

Ｔ

０

ｑ

Ｉ

Ｉ

Ｊ

“

■

■

８

■

０

・

９

９

ｒ

Ｐ

４

０

，

◇

凸

０

■

■

守

凸

■

■

■

０

，

上

り

．

“

Ｉ

可

Ｊ
１
１
１
０

’
０
３
０
０
２
０
１
１
１
１
２
０
力
０

院内銀山藩営とする

国典類抄完成

１
４
１
４
０
２
０
６
０
３
１
２

３
４
５
６
７
８
９
蛆
、
過
元
２

″
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
湖
〃

義厚入部（14才）
養蚕係任命
他領種紙禁，藩主親政４

２
２
５
３

桑木取立

１
５

備考①目録と本文の若干部分の不整合，虫喰等は筆者の判断で整理.した｡
②便宜上，閏月分もその月に算入してある。

－4－



て
は
不
振
を
続
け
て
き
た
鉱
山
仕
法
を
幕
府
の
資
金
援
助
を
バ
ッ
ク
し
て
と
し
つ
つ
の
改
正
で
あ

っ
た
し
、
同
じ
時
期
に
本
格
化
し
て
い
っ
た
荒
廃
し
た
農
村
復
興
策
で
あ
り
、
諸
産
業
の
振
興
策

で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
し
た
流
通
統
制
で
あ
っ
た
。
寛
政
四
年
か
ら
の
件
数
増
加
は
そ
う
し
た
反

映
で
あ
っ
た
。

そ
の
過
程
の
一
応
の
帰
結
が
寛
政
七
年
の
郡
奉
行
設
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
新
ら
た
に
各
郡
ご

と
に
一
人
宛
郡
奉
行
を
設
置
し
、
奉
行
に
．
郡
限
り
悉
く
任
せ
置
く
」
こ
と
と
し
た
広
汎
な
権

限
を
与
え
て
各
地
域
農
村
の
実
情
に
即
応
し
た
施
策
の
展
開
を
計
っ
た
。
無
論
こ
こ
で
一
郡
限
り

農
村
問
題
を
委
任
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
後
藩
は
ま
っ
た
く
関
与
し
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
。
文
化
期
に
承
ら
れ
る
六
郡
開
発
令
や
養
蚕
業
振
興
策
な
ど
の
重
要
政
策
は
、
や
は
り
藩
か
ら

打
出
さ
れ
て
い
く
。

と
は
い
え
、
郡
奉
行
設
置
に
と
も
な
う
諸
措
置
が
完
了
し
た
翌
寛
政
八
年
を
境
と
し
て
件
数
は

大
き
く
減
少
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
増
加
す
る
年
、
享
和
三
年
、
文
化
三
年
の
そ
れ
は
江
戸
屋

敷
が
焼
失
し
た
時
で
あ
り
、
文
化
二
年
は
、
秋
田
藩
に
あ
っ
て
は
鉱
山
に
つ
い
で
重
要
な
資
源
で

あ
っ
た
山
村
に
お
け
る
仕
法
が
え
Ｉ
木
山
方
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
っ
た
し
、
文
化
四
年
は

幕
命
に
よ
る
松
前
出
兵
、
ま
た
そ
の
費
用
捻
出
の
た
め
藩
自
ら
が
奔
走
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
義
和
の
没
し
た
文
化
一
二
年
以
降
か
ら
文
政
期
は
藩
政
は
特
に
活
発
な
動
き
を
み
せ

て
は
い
な
い
。
町
触
の
数
も
、
こ
れ
が
そ
の
時
期
の
す
べ
て
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
そ
れ
に

呼
応
し
た
か
の
形
で
、
初
め
に
出
て
く
る
明
和
期
の
そ
れ
に
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
以
下
に
減
少
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
義
厚
の
治
世
に
入
っ
て
、
寛
政
改
革
の
成
果
が
あ
ら

わ
れ
て
藩
財
政
は
安
定
し
て
い
っ
て
と
く
に
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
か
と
い
え

ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

部
分
的
に
で
は
あ
る
が
こ
れ
ま
で
こ
れ
ま
で
わ
か
っ
て
い
る
限
り
で
も
、
こ
の
時
期
の
藩
財
政

難
は
本
質
的
に
は
一
向
に
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
義
和
期
の
改
革
政
治
の
効

（
一
二
）

果
は
殆
ん
ど
承
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
町
触
件
数
を
通
し
て
ゑ
た
限
り
で
も
、
天
明
前
半
の
凶
作
の

連
続
し
た
事
態
の
折
は
別
と
し
て
も
、
義
享
（
後
半
）
、
義
和
、
義
厚
（
前
半
Ｉ
後
半
は
史
料
的

に
不
明
だ
が
）
三
代
の
治
世
を
比
較
し
た
時
、
町
触
件
数
と
い
っ
た
表
面
的
考
察
を
通
し
て
も
、

そ
の
内
容
と
と
も
に
や
は
り
藩
政
の
積
極
的
な
展
開
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
町
触
の
数
に
関
連
し
て
、
一
・
二
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
表
か
ら
で
は

判
明
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
触
の
な
か
に
毎
年
ほ
ぼ
定
期
的
に
き
ま
っ
た
時
期
に
出
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
、
一
’
二
月
に
多
く
出
さ
れ
る
「
火
之
要
心
」
、
「
博

以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
町
触
の
大
凡
の
輪
郭
は
ほ
ぼ
察
せ
ら
れ
た
と
思
う
が
、
最
後
に

冒
頭
で
当
面
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
問
題
追
求
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
触
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
と

あ
わ
せ
て
、
そ
れ
の
持
つ
限
界
点
と
い
っ
た
こ
と
を
提
示
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。
そ
の
こ
と

は
今
後
の
こ
の
時
期
の
藩
政
史
解
明
へ
の
共
通
の
ァ
。
ブ
ロ
ー
チ
の
課
題
と
も
な
ろ
う
。

そ
の
第
一
は
、
こ
こ
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
町
触
が
そ
の
全
部
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
女
献
上
の
吟
味
が
、
欠
け
て
い
る
天
保
三
ｌ
嘉
永
五
年
分
の
穴
を
埋
め
る
こ
と
と
共
に

や
は
り
更
に
厳
密
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
同
時
に
藩
の
決
定
と
し

て
表
面
に
出
て
く
る
ま
で
の
藩
庁
内
部
の
動
向
と
い
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
藩
職
制
の
問
題
に
言
及
し
得
な
か
っ
た
が
、
藩
の
財
源
上
重
要
な
位
置
を
占

め
る
鉱
山
、
林
業
部
門
に
お
け
る
藩
政
策
の
問
題
が
、
若
干
関
連
あ
る
限
り
で
は
出
て
く
る
と
し

て
も
、
町
触
の
な
か
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
両
者
と
も
寛
政
改
革
の
な
か
に
あ

っ
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
な
役
割
を
占
め
て
く
る
。
す
で
に
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
前
者

（
一
）

に
佐
之
木
潤
之
介
氏
、
後
者
に
は
村
井
英
夫
氏
に
よ
る
体
系
的
考
察
が
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
成

果
を
今
後
積
極
的
に
藩
政
全
体
の
な
か
に
位
置
ず
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
は
、
こ
の
時
期
の
農
村
構
造
を
基
本
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
評
価
す
る
か
、
と
い
っ

た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
藩
政
全
体
の
評
価
に
も
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ

●
●
●
●
●
●
●

積
極
的
に
利
用
で
き
る
個
別
分
析
の
事
例
に
乏
し
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
藩
の
農
村
政
策
が
ど
の

よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
各
所
預
な
り
、
代
官
、
検
地

葵
停
止
」
、
「
野
火
焼
停
止
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
内
容
も
殆
ん
ど
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
性
質
は
そ
れ
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
藩
士
か
ら
の
借
上
げ
や
財
用
難
に
よ
る

倹
約
令
と
い
っ
た
も
の
も
連
年
く
り
か
え
さ
れ
て
い
っ
た
。
な
お
「
公
儀
被
仰
渡
」
と
の
関
連
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
町
触
に
含
ま
れ
て
い
る
数
は
非
常
に
少
い
こ
と
も
あ
わ
せ
指
摘
し
て
お
く
。

註（
一
）
こ
の
期
の
藩
政
を
通
し
て
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て
概
略
で
不
十
分
な
も
の

で
あ
る
が
、
主
に
筆
者
の
担
当
執
筆
し
た
『
秋
田
県
史
』
近
世
編
、
上
・
下
の
該
当
部
分
参

カ
ロ
函
◎

詩
Ｈ
凹
ハ

（
二
）
天
明
五
年
か
ら
、
一
応
義
和
が
親
政
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
寛
政
四
年
迄
の
政

治
過
程
は
興
味
あ
る
問
題
が
存
す
る
が
、
別
に
あ
ら
た
め
て
発
表
し
た
い
。

（
三
）
『
秋
田
県
史
』
近
世
編
下
三
一
頁
以
下
の
第
三
表
’
第
十
表
参
照
。

四
む
す
び
に
か
え
て
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役
が
実
際
農
政
面
で
は
た
し
た
役
割
と
い
っ
た
こ
と
に
も
つ
ら
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

郡
奉
行
設
置
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
郡
を
ま
か
せ
ら
れ
た
各
奉
行
の
具
体
的
な
展
開
の
検
討
が
必
要
と

（
一
一
）

な
っ
て
く
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
寛
政
期
産
物
方
設
置
以
降
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
「
殖
産
興

な
っ
て
く
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
寛
政
期
産
物
方
設
置
以
降
に
く
り

た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は

と
く
に
国
典
類
抄
と
い
う
大
き
な
藩
編
纂
物
が
天
明
五
年
迄
の
記
述
と
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た

時
、
こ
の
町
触
の
存
在
は
、
と
く
に
寛
政
期
藩
政
の
解
明
に
と
っ
て
、
そ
の
前
後
を
つ
な
げ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
一
つ
の
有
力
な
手
が
か
り
た
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え

業
」
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
に
も
つ
ら
な
っ
て
い
こ
う
。

武
男
氏
に
厚
く
感
謝
し
た
い
。

こ
れ
は
全
く
の
蛇
足
に
な
る
が
地
方
史
研
究
の
発
展
の
た
め
の
種
灸
な
条
件
を
考
え
た
時
、
山

口
県
文
書
館
の
設
置
以
来
同
館
が
果
し
て
い
る
役
割
、
そ
し
て
そ
の
事
業
と
い
っ
た
こ
と
を
見
聞

す
る
時
、
全
国
的
研
究
体
制
の
な
か
で
明
確
に
位
置
ず
け
ら
れ
た
各
地
域
の
資
料
館
の
設
置
実
現

ら
れ
る
の
で
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
そ
こ
か
ら
若
干
の
問
題
を
提
起
し
た
次
第
で
あ
る
。

は
近
世
史
研
究
の
前
進
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。

な
お
本
研
究
は
昭
和
四
十
年
度
科
学
研
究
費
（
各
個
研
究
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る

こ
と
を
付
記
す
る
。

（
一
）
佐
々
木
潤
之
介
氏
に
は
、
い
く
つ
か
の
個
別
研
究
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
『
秋
田
県

史
』
近
世
上
・
下
巻
鉱
山
の
項
参
照
。
村
井
氏
も
同
前
書
林
業
部
門
な
い
し
は
同
氏
著
『
秋

（
二
）
こ
れ
ま
で
村
方
文
書
を
通
し
で
は
あ
る
が
、
文
化
元
年
よ
り
嘉
永
五
年
に
い
た
る
期
間

の
「
被
仰
渡
控
」
が
一
つ
ま
と
ま
っ
た
形
の
も
の
と
し
て
平
鹿
郡
の
場
合
の
が
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
一
部
は
『
県
史
』
資
料
編
、
下
七
五
三
頁
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

註 最
後
に
本
稿
で
取
上
げ
た
史
料
の
閲
覧
に
際
し
、
い
ろ
い
ろ
教
示
い
た
だ
い
た
秋
田
図
書
館
原

田
藩
林
野
史
研
究
序
説
』
参
照
。

－6－
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