
　

筆
者
自
身
も
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
２
』
に
は
、

付
図
と
し
て
二
点
の
萩
藩
江
戸
屋
敷
復
元
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
元

和
年
間
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
「
江
戸
屋
敷
図
」、
い
ま
一
つ
は
裏
書
に
明
暦

二
年
七
月
二
十
六
日
の
日
付
と
御
大
工
頭
藤
井
喜
太
夫
の
署
名
を
も
つ
「
江
戸

上
屋
敷
極
り
之
惣
指
図
」
で
あ
る
。
自
治
体
史
に
こ
う
し
た
江
戸
屋
敷
絵
図
が

収
載
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
は
ず
で
、
そ
の
意
味
か
ら
も
今
後

の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
絵
図
作
成
の
背
景
に
つ
い

て
の
検
討
を
必
ず
し
も
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら

関
連
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
そ
の
欠
を
補
い
た
い
と

思
う
。

　

＊ 

以
下
、
江
戸
屋
敷
普
請
と
呼
ぶ
が
、
史
料
中
で
は
作
事
と
呼
ぶ
ば
あ
い
も

あ
る
。
普
請
と
作
事
と
で
使
い
分
け
が
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
、
今

後
の
課
題
と
な
る
。

　
　

一　

近
世
前
期
の
上
屋
敷
の
動
静

　

二
点
の
う
ち
明
暦
二
年
と
年
紀
が
明
記
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
名
称
か
ら
し

て
も
普
請
に
あ
た
っ
て
の
差
図
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
と

こ
ろ
で
毛
利
家
文
庫
「
邸
」
は
、
諸
記
録
を
ふ
ま
え
て
上
屋
敷
（
桜
田
屋
敷
）

以
下
、
各
屋
敷
の
来
歴
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
江
戸
屋
敷
の
変
遷
を
う
か
が
う

に
は
便
利
な
史
料
で
あ
る
（
山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
「
館
邸
」
二
）。

　

そ
の
な
か
で
上
屋
敷
に
つ
い
て
は
慶
長
八
年
に
拝
領
さ
れ
て
以
降
の
動
向
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
類
焼
と
再
建

普
請
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
の
再
度
の
類
焼
が
記
さ
れ
、
ま
た
確
認
が
で

き
な
い
と
断
り
な
が
ら
も
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
も
ま
た
火
事
が
あ
っ
た

と
の
記
載
が
あ
る
。
江
戸
屋
敷
は
た
び
た
び
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
つ
ど
再

建
普
請
が
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
は
青
山
屋

敷
（
の
ち
麻
布
屋
敷
と
呼
ぶ
）
を
下
屋
敷
と
し
て
拝
領
し
た
が
、
そ
こ
へ
正
保

二
年
（
一
六
四
五
）
に
藩
主
以
下
が
徙
移
し
た
と
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
こ
ち
ら

が
事
実
上
の
上
屋
敷
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

〔
史
料
紹
介
〕

　
　
　
明
暦
二
年
萩
藩
江
戸
上
屋
敷
普
請
関
係
史
料
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こ
う
し
た
記
事
に
つ
づ
く
の
が
史
料
１
と
し
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
毛
利
綱
広
が
襲
封
し
、
そ
の
後
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
死
去
す
る
ま
で
桜
田
に
は
居
住
し
な
か
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
つ
目
と
四
つ
目
の
一
つ
書
の
記
事
で
は
、
下
屋
敷
に
藩

主
が
居
住
し
て
い
た
時
期
に
は
、上
使
な
ど
へ
の
対
応
は
上
屋
敷
で
行
っ
た
し
、

登
城
な
ど
す
る
と
き
の
準
備
も
上
屋
敷
で
行
っ
た
の
で
「
装
束
屋
敷
」
と
呼
び

慣
わ
し
て
い
た
こ
と
、
上
屋
敷
に
は
江
戸
加
判
役
を
置
き
、
江
戸
留
守
居
以
下

へ
の
差
図
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
最
初
の
一
つ
書
に
は
但
し
書
が
あ
り
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

の
類
焼
ま
で
は
藩
主
は
上
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た
と
の
異
説
も
紹
介
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
で
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
六
月
の
龍
昌
院
死
去
の

さ
い
来
邸
し
た
幕
府
上
使
を
迎
え
る
た
め
、
藩
主
も
上
屋
敷
に
出
向
き
公
儀
人

固
屋
で
相
対
し
た
と
の
記
録
を
も
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
上
屋
敷
に
は
居
住
し

て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
上
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た

時
期
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
暦
元
年
七
月
か
ら
明
暦
三
年
正
月
の
類
焼

ま
で
一
年
ほ
ど
の
期
間
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
記
録
が
な
く
判
断

し
が
た
い
、
と
の
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
邸
」
に
お
け
る
江
戸
上
屋
敷
の
変
遷
を
み
る
と
、
明
暦
二
年
七

月
の
差
図
と
は
、
ち
ょ
う
ど
記
録
が
な
く
、
藩
主
の
居
所
も
正
確
に
は
つ
か
め

な
い
と
す
る
期
間
の
も
の
と
な
る
。
そ
も
そ
も
翌
年
正
月
に
は
明
暦
の
大
火
が

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
差
図
が
実
際
に
行
わ
れ
た
普
請
に
か
か
わ
る
の
か
ど

う
か
、
あ
ら
た
め
て
疑
問
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　

二　

波
多
野
日
記
に
み
る
普
請
の
記
録

　

そ
こ
で
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
の
は
、
た
し
か
に
こ
の
と
き
上
屋
敷
の
普
請
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

　

史
料
２
は
、
こ
の
時
期
在
府
し
目
付
役
を
務
め
て
い
た
波
多
野
源
兵
衛
の
日

記
か
ら
、
普
請
に
関
す
る
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
引
用
し
た
日

記
に
は
表
紙
に
「
明
暦
弐
年
十
一
月
分　

日
帳
」
と
記
さ
れ
、ま
た
朱
筆
で
「
日

記
八
十
冊
之
内
」
と
注
記
さ
れ
て
い
て
、
類
似
の
日
記
が
八
〇
冊
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
明
暦
二
年
十
一
月
分
の
前
は
明
暦
元
年
八
月
ま
で
の
記

録
で
あ
り
、
後
は
天
和
二
年
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
断
続
的
に
し
か
残
っ
て
い

な
い
。
か
つ
意
味
の
取
り
が
た
い
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
自

体
が
あ
る
時
点
で
の
写
本
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
毛
利
家
文
庫「
日
記
」

五
に
も
「
波
多
野
日
記
」
上
・
中
・
下
と
し
て
、
波
多
野
家
文
書
の
日
記
と
同

じ
期
間
に
つ
い
て
の
写
本
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
文
化
六
年
十
月
に
写

し
と
っ
た
と
の
跋
文
を
付
し
、
さ
ら
に
「
此
一
冊
者

大
和
伊
織
蔵
本
を
以
写
相

調
候
事
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
十
一
月
一
日
の
記
事
を
見
よ
う
。
こ
こ
か
ら
は
表
門
の
普
請
が
入
札
で

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（「
御
門
之
儀
者

御
屋
敷
中
の
御
普
請
第
一
之
儀
ニ

付
而

」

と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
門
は
表
門
の
こ
と
を
さ
す
と
み
な
せ
よ
う
）。

入
札
の
結
果
、
大
工
作
兵
衛
が
一
七
九
両
で
落
札
し
た
。
し
か
し
「
小
身
者
」

だ
し
「
名
本
も
無
之
者
」
な
の
で
、
二
二
九
両
で
二
番
札
だ
っ
た
堀
内
大
隅
を

指
名
し
た
い
と
の
意
向
が
あ
り
、
波
多
野
源
兵
衛
が
御
大
工
頭
藤
井
喜
兵
衛
・
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七
左
衛
門
ら
と
と
も
に
作
兵
衛
を
呼
ん
で
詮
儀
し
た
。そ
し
て
当
所
は
来
年
二
、

三
月
の
完
成
予
定
だ
っ
た
が
、
来
春
に
予
定
の
徙
移
に
間
に
合
う
よ
う
、
十
二

月
二
十
日
ま
で
に
前
倒
し
で
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
、
結
局
作
兵
衛
に

委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
十
一
月
二
日
に
は
、
数
年
目
付
役
を
命
じ
て
き
た
が
、
今
回
国
元
、

三
田
尻
御
用
に
転
役
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
の
指
示
を
児
玉
淡
路
・
繁
沢
二
郎

兵
衛
か
ら
受
け
た
と
あ
る
。た
だ
し
目
下
上
屋
敷
の
普
請
に
配
属
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
終
わ
る
来
春
を
ま
っ
て
は
ど
う
か
、
と
の
意
見
も
あ
り
な
が
ら
、
結
局

た
だ
ち
に
交
代
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
め
に
こ
の
日
記
は
十
一
月
十
日
ま
で

で
終
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
目
付
役
を
止
め
、
上
屋
敷
普
請
へ
の
関
与
も
な
く
な
っ
た
た
め
、

十
一
月
四
日
、五
日
に
は
後
任
の
桂
権
左
衛
門
に
職
務
の
引
継
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
配
属
さ
れ
て
い
た
手
子
を
引
き
渡
す
こ
と
、
御
門
出
入
の
様
子
や
普

請
の
内
容
を
詳
し
く
申
し
伝
え
る
こ
と
、さ
ら
に「
古
屋
」も
引
き
渡
し
て
い
る
。

  

さ
ら
に
十
一
月
九
日
の
記
事
か
ら
は
、
源
兵
衛
と
そ
の
手
子
二
名
（
井
上
と

佐
々
木
）
が
奥
判
し
て
い
た
作
料
大
工
な
ど
諸
職
人
の
出
勤
帳
簿
、
四
月
一
日

か
ら
十
一
月
二
日
ま
で
の
分
を
国
司
隼
人
に
預
け
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

明
暦
二
年
四
月
一
日
に
は
屋
敷
の
普
請
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

う
。

　

こ
う
し
た
波
多
野
日
記
の
記
載
に
よ
っ
て
、
明
暦
二
年
四
月
一
日
に
は
上
屋

敷
の
普
請
が
始
ま
っ
て
お
り
、
十
一
月
一
日
は
門
の
普
請
に
つ
い
て
の
入
札
が

行
わ
れ
、
年
内
の
完
成
が
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
来
春
早
々
の
徙
移
を

め
ざ
し
て
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
史
料
１
と
し
て
掲
げ
た

「
邸
」
の
叙
述
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
藩
主
は
明
暦
二
年
の
段
階
で
も
下
屋
敷

に
居
住
し
て
お
り
、
明
暦
三
年
か
ら
上
屋
敷
へ
の
徙
移
が
図
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
も
し
波
多
野
日
記
の
記
載
ど
お
り
、
明
暦
二
年
暮
に
表
門
の
普
請
も
終
わ

り
、
藩
主
を
迎
え
る
準
備
が
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
壮
麗
な
屋
敷

は
年
明
け
と
と
も
に
明
暦
の
大
火
に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、

な
ん
と
も
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
事
態
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
七
月

二
十
六
日
と
い
う
時
点
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
明
確
に
は
で
き
な
い

が
、
と
も
あ
れ
『
県
史
』
に
収
録
し
た
明
暦
二
年
の
差
図
は
、
実
際
に
行
わ
れ

た
普
請
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
確
定
で
き
た
。

　
　

三　

注
目
さ
れ
る
点

　

さ
ら
に
次
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、
も
し
明
暦
の
大
火
が
な
け
れ

ば
、
明
暦
三
年
か
ら
は
再
度
上
屋
敷
に
藩
主
が
居
住
し
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。『
県
史
』
所
収
の
絵
図
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
ま
ず
表
御

殿
に
つ
い
て
は
、
御
式
台
に
あ
る
「
最
前
之
御
広
間
建
直
シ
」
と
い
う
注
記
を

は
じ
め
、「
最
前
之
新
書
院
引
直
申
候
」、「
最
前
之
黒
書
院
引
直
シ
」
と
い
っ

た
記
載
が
目
に
留
ま
る
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
殿
舎
を
大
規
模
に
建
て
替
え
よ
う

と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
裏
御
殿
に
つ
い
て
は
、
御
広
座
敷
に
は
「
殿

様
青
山
ニ
而

之
御
部
屋
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
し
、
同
様
に
風
呂
屋
に
は
「
青
山

ニ
而

之
御
風
呂
屋
」、
御
つ
ほ
ね
部
屋
に
は
「
青
山
ニ
而

之
御
客
屋
敷
」、
さ
ら
に
屋

一
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敷
南
端
の
御
裏
老
衆
木
屋
、
御
小
姓
衆
長
屋
に
は
「
青
山
ゟ
之
古
家
」、「
青
山

ニ
而

之
御
小
姓
衆
長
屋
」
と
あ
る
。
下
屋
敷
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
上
屋
敷
に

移
築
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

江
戸
城
近
辺
の
拝
領
屋
敷
が
狭
隘
で
あ
る
た
め
、
藩
主
は
別
の
屋
敷
に
居
住

し
、
上
屋
敷
は
「
装
束
屋
敷
」
と
し
て
使
用
す
る
例
は
他
藩
に
お
い
て
も
見
ら

れ
た
こ
と
だ
っ
た
（
宮
崎
勝
美
「
大
名
江
戸
屋
敷
の
展
開
過
程
」
江
戸
遺
跡
研

究
会
編
『
江
戸
の
大
名
屋
敷
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。
萩
藩
も
上
屋

敷
を
い
っ
た
ん
は
「
装
束
屋
敷
」
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
明
暦
三
年
の
時

点
で
、
ふ
た
た
び
上
屋
敷
へ
の
藩
主
居
住
を
め
ざ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
ら

か
政
治
的
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

二
つ
目
に
、
表
門
の
普
請
が
入
札
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世
の

早
い
時
期
か
ら
普
請
が
請
負
業
者
の
入
札
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
最
近
で
は
藤
田
覚
氏
の
指
摘
も
あ
る
（
藤
田
覚
「
近
世

の
請
負
入
札
」『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
別
冊　

近
世
政
治
史
論
叢
』

二
〇
一
〇
年
）。
十
七
世
紀
半
ば
に
お
い
て
、
江
戸
の
い
わ
ば
民
間
社
会
の
力

量
に
依
存
す
る
形
で
普
請
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
こ
と
自
体
は
格
段
に
目

新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
近
世
後
期
に
お
い
て
も
、
国
元
か
ら
大
工
を

招
致
し
、
そ
れ
に
遂
行
さ
せ
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
萩
藩
は
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
は
萩
城
下
で
町
大
工
の
作
料

改
を
行
い
、
水
役
に
よ
る
動
員
体
制
を
構
築
し
て
い
た
わ
け
で
、
す
で
に
国
元

か
ら
の
職
人
の
動
員
は
い
つ
で
も
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
県
史
』

所
収
差
図
を
見
る
と
、表
御
殿
の
部
分
に「
御
国
御
材
木
」と
さ
れ
る
箇
所
と「
御

買
木
」
と
あ
る
箇
所
と
が
あ
り
、
材
木
に
つ
い
て
も
国
元
か
ら
供
給
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
江
戸
（
な
い
し
上
方
な
ど
）
で
購
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
い
か
な
る
ば
あ
い
に
国
元
で
の
役
を
と
お
し
た
職
人
・
労
働
力

や
資
材
の
徴
発
に
よ
る
普
請
が
行
な
わ
れ
、
あ
る
い
は
江
戸
で
の
業
者
に
よ
る

請
負
が
な
さ
れ
た
の
か
。
近
世
の
早
い
時
期
か
ら
両
者
は
併
存
し
て
い
た
よ
う

に
思
え
る
わ
け
で
、
互
い
の
関
係
が
疑
問
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

三
つ
目
に
史
料
論
的
な
問
題
と
し
て
、
と
く
に
近
世
前
期
に
つ
い
て
、
公
開

さ
れ
て
い
る
毛
利
家
文
庫
を
補
う
も
の
と
し
て
の
家
臣
の
家
文
書
の
重
要
性
で

あ
る
。江
戸
屋
敷
の
問
題
で
い
え
ば
、江
戸
詰
め
と
な
っ
た
家
臣
の
家
を
当
た
っ

て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
書
群
と
し
て
益
田
家
文
書
が

す
で
に
著
名
だ
が
、
そ
の
ほ
か
中
小
の
文
書
群
に
つ
い
て
も
精
査
が
必
要
な
よ

う
に
思
う
。

史
料
１  

山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
「
館
邸
」
二
「
邸
」

一 

慶
安
四
年
辛
卯
正
月
、恭
厳
院
様
御
家
督
之
時
、此
内
之
通
麻
布
ニ

被
成
御
座
、

天
和
四
年
御
隠
居
已
後
者

猶
以
之
儀
、
元
禄
二
年
迄
御
生
涯
桜
田
ニ
者

不
被
成

御
座
候
事

　
　

但 

、
明
暦
三
年
御
類
焼
迄
ハ
桜
田
ニ
被
成
御
座
、
火
事
已
後
麻
布
御
移
り

之
由
申
伝
有
之
候
へ
と
も
、
正
保
二
年
麻
布
御
徙
移
以
後
承
応
三
年
迄

ハ
勿
論
致
連
綿
、
麻
布
御
成
御
座
之
由
相
見
候
へ
共
、
翌
明
暦
元
年
龍

昌
院
様
於
麻
布
御
逝
去
之
節
茂

御
暇
之
上
使
桜
田
御
出
ニ

付
、
殿
様
ニ
茂

被

成
御
出
、
公
儀
人
固
屋
ニ
而

被
成
御
相
対
候
之
由
、
御
控
ニ

相
見
候
へ
者

、

一
〇
四



兎
角
此
時
茂
桜
田
ニ
者

被
成
御
座
間
敷
歟
、
左
候
へ
者

其
已
後
同
年
七
月

ゟ
翌
々
年
御
類
焼
迄
中
一
ケ
年
桜
田
被
成
御
座
た
る
ニ
而

可
有
之
候
歟
、

併
左
様
之
儀
御
控
ニ

相
見
兼
候
故
、
恭
厳
院
様
御
事
暫
時
茂

桜
田
御
在
居

与

申
儀
難
相
決
候
、
右
御
類
焼
以
後
者

勿
論
麻
布
ニ

被
成
御
座
候
由
、
御

控
段
々
相
見
候
事

一
明
暦
三
年
丁
酉
年
正
月
十
九
日
御
類
焼
之
事

　
　

但 

、
右
御
控
ニ

相
見
候
、
将
又
此
時
桜
田
ゟ
麻
布
江

被
成
御
火
除
、
直
様
御

住
居
之
由
申
伝
候
へ
共
、
此
内
桜
田
被
成
御
座
候
哉
、
御
控
慥
ニ

相
見

兼
候
事

一 

右
之
通
之
趣
ニ

付
、
大
照
院
様
御
代
、
正
保
三
年
ゟ
天
和
二
年
恭
厳
院
様
御

隠
居
迄
麻
布
御
住
居
被
成
候
へ
共
、
御
吉
凶
其
外
有
廉
上
使
等
い
つ
れ
茂

於

桜
田
御
引
請
、
御
予
参
・
御
登
城
等
之
節
出
羽
様
其
外
御
同
道
之
御
方
抔
有

之
候
得
者

先
達
而

桜
田
御
出
、御
待
請
被
成
、諸
事
被
相
調
候
趣
御
扣
ニ

相
見
候
、

左
候
へ
者

御
装
束
屋
敷
抔
与

唱
候
様
申
出
有
之
候
茂

、
ケ
様
之
儀
抔
を
以
申
習

ハ
し
た
る
ニ

て
可
有
御
座
歟

　
　

但 

、
其
内
明
暦
元
年
龍
昌
院
様
御
病
気
・
寛
文
十
年
恭
厳
院
様
御
病
気
御

尋
之
上
使
其
外
麻
布
御
出
被
成
候
儀
、
是
又
御
控
ニ

相
見
候
事

一 

右
之
通
桜
田
御
住
居
無
之
節
者

江
戸
加
判
役
等
上
御
屋
敷
被
差
置
、
惣
都
合

被
仰
付
、
公
儀
人
役
其
外
表
向
之
役
人
何
れ
茂

桜
田
被
差
置
候
由
申
出
有
之

候
事

　
　

但
、
惣
都
合
役
之
事
聢
与

仕
候
儀
御
控
ニ

相
見
兼
候
事

史
料
２　

山
口
県
文
書
館
波
多
野
家
文
書
九
三
「
日
記
覚
」（
抄
）

（
十
一
月
朔
日
）

一 

御
門
入
札
御
披
見
候
所
ニ

、
大
工
作
兵
衛
百
七
拾
九
両
三
歩
ニ

落
札
ニ

罷
成
候
、

然
者
作
兵
衛
儀
者

小
身
者
と
申
、
第
一
名
本
も
無
之
者
之
儀
ニ

候
間
、
二
番
札

堀
内
大
隅
弐
百
弐
拾
九
両
被
仰
付
度
と
の
儀
ニ

付
而

、
彼
作
兵
衛
召
寄
せ
、
拙

者
所
ニ

て
篠　

六
兵
・
波　

四
兵
・
藤　

喜
太
夫
・
七
左
衛
門
詮
儀
仕
申
様
ニ
者

、

御
門
之
儀
者

御
屋
敷
中
の
御
普
請
第
一
之
儀
ニ

付
而

二
番
札
ニ

被
仰
付
候
、
子
細

ハ
勝
手
す
く
ニ

仕
、
落
札
ニ

被
仰
付
て
も
、
自
然
頭
料
之
損
も
参
時
者

笑
止
成

儀
ニ

付
而

、
二
番
札
ニ

被
仰
付
候
間
、
左
様
相
心
得
候
得
と
申
渡
候
、
作
兵
衛

申
様
ニ

、
是
ハ
案
外
成
被
仰
付
様
迷
惑
存
候
、
右
（
マ
マ
）ゟ
二
番
札
ニ

被
仰
付
と
の
儀

ニ

候
ハ
ヽ
、
御
理
り
も
無
御
座
候
へ
共
、
左
様
之
御
沙
汰
も
無
之
、
落
札
ニ

不

被
仰
付
候
時
者

、
も
と
ゟ
札
を
入
不
申
ニ
者

お
と
り
、
外
聞
失
申
候
、
然
者

御
門

も
く
ろ
ミ
の
入
札
の
時
、
五
、
六
人
も
寄
相
、
其（
マ
マ
）木々
ニ々
而

詮
儀
仕
、
如
何

ニ

も
丈
夫
成
所
を
以
入
札
仕
候
間
、少
も
手
前
之
損
な
と
参
儀
ニ

て
無
御
座
候
、

如
何
躰
ニ

も
御
好
之
分
ニ

相
調
可
申
候
条
、
私
被
仰
付
被
下
候
様
ニ

と
達
而

理
申

候
、
左
候
ハ
ヽ
此
御
門
之
儀
内
々
ハ
来
二
、
三
月
之
比
出
来
相
候
様
ニ

と
の

儀
ニ

候
へ
共
、
来
春
ハ
早
々
御
徙
移
ニ

付
而
、
年
内
極
月
廿
日
を
切
り
ニ

相
調

候
様
ニ

と
手
堅
被
仰
渡
候
、
此
日
限
ニ

可
相
調
哉
と
申
候
得
ハ
、
作
兵
衛
申
様

ニ

、
此
段
其
旨
存
候
、
廿
日
を
切
り
ニ

可
相
調
之
通
是
又
手
堅
請
相
申
候
、
於

其
儀
ニ

右
之
一
筆
を
仕
指
出
候
ハ
ヽ
、
其
辻
を
以
兵
庫
殿
（
当
役
椙
森
就
幸
）

へ
御
理
り
可
申
之
由
、
喜
太
夫
相
好
一
筆
を
申
付
、
即
兵
庫
殿
へ
申
窺
候
へ

ハ
、
山
田
吉
左
衛
門
・
井
上
七
郎
左
衛
門
被
指
越
、
篠　

六
兵
衛
所
ニ

て
作

一
〇
五



兵
衛
召
寄
、
色
々
様
々
被
申
候
得
共
、
作
兵
衛
丈
夫
ニ

請
相
申
候
故
、
不
及

力
ニ

請
状
申
付
、
四
日
ゟ
大
工
木
や
入
仕
候
事

（
十
一
月
二
日
）

一 

児　

淡
路
殿
・
繁　

二
郎
兵
衛
殿
被
仰
聞
候
趣
ハ
、
被
成
御
意
候
者

、
近
年

御
目
付
役
数
年
被
仰
付
、
身
労
仕
候
、
然
者

桂
筑
後
三
田
尻
の
御
用
被
仰
付

候
得
共
、
病
気
故
御
用
難
調
段
内
々
其
聞
候
、
当
夏
堅
田
安
房
守
（
当
職
堅

田
就
政
）
此
地
罷
越
、
筑
後
御
役
目
被
差
替
候
様
ニ

と
申
出
候
ニ

付
而

、
色
々

人
か
ら
被
成
御
詮
儀
、
旁
可
然
様
ニ

各
も
存
寄
、
其
外
一
両
人
も
書
加
、
相

窺
候
処
ニ

、
被
成
御
諚
候
ハ
、
源
兵
衛
儀
ハ
御
手
廻
り
ニ

被
召
遣
者
之
儀
候
、

外
様
へ
被
指
出
候
事
如
何
ニ

も
御
同
心
ニ

不
被
思
召
候
、
併
三
田
尻
之
儀
者

公

儀
内
義
共
ニ

御
用
繁
、
御
国
内
と
は
申
な
か
ら
彼
所
第
一
之
所
と
被
聞
召
候
、

各
儀
も
源
兵
衛
可
然
様
ニ

存
候
、
於
殿
様
ニ

も
左
様
之
所
可
仕
者
と
被
思
召
候

間
、
源
兵
衛
ニ

申
付
候
得
と
当
夏
被
仰
出
候
、
則
安
房
守
春
（
マ
マ
）江
戸
之
内
ニ

可

申
渡
之
処
ニ

、
御
上
屋
敷
大
そ
う
の
御
普
請
ニ

被
付
置
候
、
来
春
ハ
御
普
請

も
成
就
可
仕
候
、
源
兵
衛
も
御
番
手
相
替
儀
ニ

候
間
、
其
上
を
以
可
被
仰
渡

候
、
筑
後
病
気
と
は
申
な
か
ら
、
其
節
迄
ハ
此
中
之
分
ニ

所
勤
被
申
付
候
得

と
、兵
庫
殿
堅　

安
房
殿
へ
約
だ
く
ニ

て
候
、然
処
ニ

今
度
房
州
ゟ
被
申
越
様
ニ

、

筑
後
儀
者

弥
気
分
重
ク
罷
成
、
十
方
も
無
之
躰
ニ

候
間
、
来
春
迄
被
指
延
候
儀

難
成
候
条
、
急
度
被
仰
出
御
指
下
候
様
ニ

と
の
儀
ニ

候
�

（
十
一
月
四
日
）

一 

御
下
屋
敷
可
罷
出
之
由
候
間
罷
出
候
、
淡
路
殿
被
仰
渡
候
、
上
御
屋
敷
へ
桂

権
左
衛
門
被
遣
候
、
旁
手
子
中
権
左
衛
門
方
へ
引
渡
可
被
申
候
、
然
ハ
御
門

出
入
之
様
子
・
御
普
請
之
趣
具
ニ

可
被
申
伝
之
由
ニ

候
事

（
十
一
月
五
日
）

一 

桂
権
左
衛
門
此
御
屋
敷
被
参
候
付
、
古
屋
引
渡
申
候
、
左
候
而

御
門
之
次
第
・

御
普
請
方
之
様
子
申
伝
候
、
手
子
方
中
引
渡
申
候
事

（
十
一
月
九
日
）

一 

当
四
月
朔
日
ゟ
十
一
月
二
日
迄
御
普
請
方
日
（
マ
マ
）用
作
領
大
工
・
小
曳
・
さ
く
わ

ん
・
石
切
・
と
ひ
口
・
や
り
声
（
マ
マ
）・
瓦
師
・
ぬ
し
・
絵
書
・
車
力
日
々
究
候
後

付
、
当
所
兵
庫
殿
へ
当
、
下
横
目
四
人
判
形
、
其
奥
井
上
藤
兵
衛
・
佐
々
木

二
郎
兵
衛
（
波
多
野
源
兵
衛
手
子
）、
其
奥
拙
者
判
形
仕
、
帋
ノ
袋
ニ

入
、
相

認
、
国　

隼
人
殿
へ
預
置
候
事

【
付
記
】
小
論
の
内
容
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
二
日
開
催
、
作
事
科
研
Ⅱ
例

会
に
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
出
席
の
み
な
さ
ん
か
ら
貴
重
な
ご
教
示

を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

一
〇
六


