
31─　　─
( 　 )80

　
　

近
世
大
名
家
に
お
け
る
「
慶
事
」
の
共
有
と
「
御
家
」

―
萩
藩
一
一
代
藩
主
斉
元
を
事
例
に
―
　
　
　

根
　
本
　
み
な
み

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

本
稿
は
近
世
大
名
家
に
お
け
る
後
継
者
の
選
定
及
び
婚
姻
と
い
う
大
名
家
内
部
の
事
象
を
事
例
に
、
大
名
家
の
「
慶
事
」
が
「
御
家
」
全
体
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て

い
く
の
か
、「
慶
事
」
を
共
有
す
る
回
路
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

近
世
社
会
で
は
、
将
軍
家
な
ど
為
政
者
の
家
に
関
わ
る
慶
弔
は
、
様
々
な
方
法
を
以
て
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
て
き
た
（    
1
）
。
さ
ら
に
、
為
政
者
の
家
の
慶
弔
に
際
し
て
、

特
定
の
構
成
員
と
為
政
者
と
の
間
で
は
献
上
・
拝
領
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
献
上
・
拝
領
儀
礼
は
単
純
に
為
政
者
か
ら
強
制
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
献

上
・
拝
領
儀
礼
へ
の
参
加
を
以
て
、他
の
構
成
員
と
の
差
異
化
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（    
2
）
。
つ
ま
り
、構
成
員
た
ち
に
と
っ
て
、

為
政
者
の
家
の
慶
弔
に
関
わ
る
一
連
の
儀
礼
へ
の
参
加
と
は
、
為
政
者
と
の
家
の
距
離
を
視
覚
化
し
、
他
の
構
成
員
と
の
差
異
化
を
企
図
す
る
場
面
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
為
政
者
の
家
の
慶
事
を
社
会
や
構
成
員
全
体
の
「
慶
事
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
回
路
自
体
は
慶
事
・
凶
事
に
付
随
す
る
関
連
儀
礼
を
通
じ
て
用
意
さ
れ

て
い
た
。
こ
う
し
た
点
は
、
極
端
に
儀
礼
行
為
が
特
化
し
、
日
常
生
活
の
全
て
が
構
成
員
の
身
分
秩
序
を
確
認
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
る
近
世
社
会
の
特
質

と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（    
3
）
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
、「
御
家
」
内
部
に
お
け
る
「
慶
事
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、

本
稿
で
対
象
と
す
る
文
化
・
文
政
期
の
萩
藩
毛
利
で
は
一
〇
代
藩
主
・
斉
煕
、
一
一
代
藩
主
・
斉
元
と
養
子
に
よ
る
家
督
相
続
が
続
い
た
。
特
に
一
一
代
藩
主
と
な
る
斉
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元
を
養
子
と
し
て
迎
え
た
経
過
に
つ
い
て
は
大
森
映
子
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（    
4
）
。
ま
た
、
筆
者
も
斉
広
の
急
死
を
受
け
て
家
督
を
相
続
し
た
敬
親
の
婚
姻

に
着
目
し
た
際
、
斉
元
の
婚
姻
に
際
す
る
格
式
が
敬
親
の
婚
姻
の
際
に
は
見
直
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
見
直
し
が
他
大
名
家
と
の
関
係
性
で
は
な
く
、
家
臣
と

の
献
上
拝
領
行
為
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（    
5
）
。

で
は
、
な
ぜ
斉
元
の
婚
姻
は
簡
略
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。
確
か
に
、
斉
元
は
庶
流
の
出
身
で
あ
っ
た
上
、
斉
元
が
婿
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
文
化
・
文
政
期
は

藩
政
期
最
大
の
財
政
逼
迫
期
と
い
う
田
中
誠
二
氏
の
評
価
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
藩
主
や
係
累
の
浪
費
や
失
政
に
よ
る
財
政
窮
乏
が
大
き
な
課
題
と
し
て
表
出
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（    
6
）
。

し
か
し
、
当
該
期
に
生
じ
た
諸
問
題
の
本
質
と
は
財
政
窮
乏
の
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
一
見
す
る
と
財
政
窮
乏
と
い
う
状
況
下
で
、
格
式
を
省
略
せ
ざ

る
を
得
な
い
事
情
は
十
分
に
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
、
田
中
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
最
大
の
課
題
は
確
か
に
財
政
窮
乏
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
財
政
窮
乏
を
引
き
起
こ
し
た
大
き
な
要
因
と
は
、
大
名
の
官
位
上
昇
運
動
や
将
軍
家
と
の
縁
組
み
な
ど
、
本
来
は
「
慶
事
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず

の
も
の
で
あ
っ
た
（    
7
）
。
つ
ま
り
、
あ
る
「
慶
事
」
は
財
政
窮
乏
の
な
か
で
省
略
さ
れ
た
一
方
で
、
別
の
「
慶
事
」
は
財
政
窮
乏
の
一
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
財
政
窮
乏
の
な
か
で
庶
流
出
身
の
斉
元
の
婚
姻
が
簡
略
化
さ
れ
た
と
い
う
理
解
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
該
期
の
毛
利
家
と
い
う
「
御
家
」

の
な
か
で
、
斉
元
の
婿
養
子
入
り
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
を
考
え
る
上
で
重
要
に
な
る
の
は
、
斉
元
の
擁
立
を
主
導
し
、
ま
た
財
政
窮
乏
の
要
因
と
も
な
っ
た
一
〇
代
藩
主
・
毛
利
斉
煕
の
「
御
家
」
に
対
す
る
見

解
で
あ
る
。
当
該
期
の
萩
藩
の
財
政
を
検
討
し
た
石
川
敦
彦
氏
は
斉
煕
と
重
臣
の
間
で
は
、「
御
家
」
に
対
す
る
見
解
に
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（    
8
）
。

ま
た
、
伊
藤
昭
弘
氏
は
先
述
の
田
中
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
財
政
窮
乏
」
を
藩
側
が
利
用
し
た
一
つ
の
理
論
と
し
て
見
る
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
（    
9
）
。
こ
れ

ら
の
先
行
研
究
の
成
果
は
当
該
期
の
毛
利
家
が
「
御
家
」
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
御
家
」
と
は
家
臣
ら
も
含
め
た
帰
属
集
団
な
の
か
、
拡
大
し
た
第
一
人
者
の
家
な
の

か
と
い
う
点
に
関
わ
る
課
題
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
文
化
・
文
政
期
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
財
政
窮
乏
と
い
う
表
出

し
た
現
象
の
根
底
で
ど
う
い
っ
た
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
か
、
特
に
大
名
・
家
臣
双
方
が
帰
属
す
る
「
御
家
」
と
い
う
枠
組
み
に
対
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
斉
元
の
養
子
入
り
か
ら
婚
姻
ま
で
の
一
連
の
展
開
を
対
象
と
し
て
分
析
を
行
う
。
特
定
の
時
点
で
は
な
く
、
一
連
の
展
開
を
対
象
と
す
る
の
は
、

聟
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
実
際
に
は
幕
府
へ
の
養
子
入
り
許
可
を
求
め
る
願
書
の
提
出
や
結
納
、
さ
ら
に
は
婚
姻
を
他
大
名
ら
に
公
表
す
る
「
御
広
目
」
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な
ど
様
々
な
局
面
が
存
在
し
、
そ
の
都
度
関
連
し
た
儀
礼
や
行
事
が
執
行
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
執
行
場
所
や
参
加
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
異

な
る
も
の
で
あ
り
、「
御
家
」
の
枠
組
み
に
対
す
る
見
解
を
析
出
す
る
上
で
は
、
一
連
の
展
開
の
な
か
で
も
具
体
的
に
ど
の
部
分
が
維
持
・
省
略
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
後
継
者
の
選
定
を
め
ぐ
る
一
連
の
展
開
が
「
御
家
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
っ
た
の
か
、
大
名
・
家
臣
双
方
か
ら
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
史
料
表
記
に
つ
い
て
は
、
江
・
而
・
者
を
除
き
、
原
則
ひ
ら
が
な
と
し
た
。
ま
た
、
闕
字
は
一
字
、
平
出
は
二
字
の
空
欄
で
示
し
た
。

　
　
　
一
、
斉
煕
後
継
者
を
め
ぐ
る
葛
藤

ま
ず
、
問
題
の
前
提
と
し
て
、
斉
熙
の
後
継
者
選
定
過
程
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
萩
藩
九
代
藩
主
・
斉
房
の
跡
を
継
い
だ
斉
煕
は
、
斉
房
の
実
弟
で
あ
り
、
当
初
は
、

兄
の
遺
児
で
あ
る
徳
丸
を
自
身
の
仮
養
子
と
し
て
幕
府
へ
届
け
て
い
た
。
し
か
し
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
徳
丸
が
死
去
し
た
こ
と
か
ら
、
斉
煕
の
後
継
者
探
し

が
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
か
か
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
大
森
映
子
氏
が
養
子
相
続
と
公
的
年
齢
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
進
め
て
お
り
（    
10
）
、
ま
ず
は
同
氏
の
先
行
研
究
を

も
と
に
ど
う
い
っ
た
過
程
を
経
て
、
斉
元
（
当
時
は
豊
之
允
）
が
後
継
者
と
し
て
指
名
さ
れ
る
過
程
を
見
て
い
く
。

斉
房
の
遺
児
・
徳
丸
が
江
戸
で
死
去
し
た
際
、
斉
熙
に
は
す
で
に
実
子
・
保
三
郎
（
後
の
斉
広
）
が
誕
生
し
て
い
た
。
し
か
し
、
保
三
郎
は
い
ま
だ
生
後
五
ヶ
月
の
嬰

児
で
あ
り
、幕
府
に
誕
生
を
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、斉
煕
は
嬰
児
を
後
継
者
と
す
る
こ
と
は
「
被
為
対
　
　
御
先
祖
様
御
本
意
ニ
無
之
御
事
ニ
被
思
召
候
（    
11
）
」

と
し
て
、
他
の
候
補
者
を
探
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
候
補
と
な
っ
た
の
が
、
七
代
藩
主
・
重
就
の
子
で
あ
る
親
著
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
萩
藩
毛
利
家
の
場
合
、
輝
元
か
ら
続
く
本
来
的
な
嫡
系
は
四
代
藩
主
・
吉
広
で
途
絶
え
て
お
り
、
こ
の
時
に
後
継
者
を
出
す
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
は
分
家

で
あ
る
長
府
藩
毛
利
家
で
あ
る
。
長
府
藩
と
は
、
元
就
四
男
で
あ
る
元
清
の
子
・
秀
元
を
始
祖
と
す
る
家
で
あ
る
。
毛
利
秀
元
は
一
時
、
従
兄
で
あ
り
、
本
家
当
主
で
あ

る
輝
元
の
養
子
と
な
る
も
、
輝
元
に
実
子
の
秀
就
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
輝
元
の
後
継
者
と
し
て
の
地
位
を
返
上
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
に
入
る
と
、

こ
の
秀
元
の
地
位
を
め
ぐ
り
、
本
家
で
あ
る
萩
藩
毛
利
家
と
分
家
で
あ
る
長
府
藩
毛
利
家
の
間
で
争
論
が
発
生
し
た
。
田
中
誠
二
氏
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
（    
12
）
、
近
世

初
期
の
長
府
藩
に
お
い
て
は
、
本
家
で
あ
る
萩
藩
毛
利
家
の
家
督
が
輝
元
↓
秀
元
↓
秀
就
と
相
続
さ
れ
た
と
す
る
系
図
が
作
成
さ
れ
た
。
萩
藩
は
こ
の
点
に
反
発
し
、
争

論
は
近
世
を
通
じ
て
継
続
さ
れ
て
い
た
。
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他
方
、
長
府
藩
毛
利
家
か
ら
は
、
過
去
に
萩
藩
五
代
藩
主
・
吉
元
と
同
藩
七
代
藩
主
・
重
就
が
出
て
お
り
、
本
家
の
後
継
者
を
出
し
た
と
い
う
事
実
は
、
長
府
藩
毛
利

家
の
自
己
意
識
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
（    
13
）
。
ま
た
、
長
府
藩
毛
利
家
の
ほ
か
に
も
、
輝
元
二
男
を
始
祖
と
す
る
徳
山
藩
毛
利
家
、
長
府
藩
毛
利
家
か
ら
分
家
し

た
清
末
藩
毛
利
家
の
三
家
が
「
末
家
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
実
際
、
斉
煕
の
後
継
者
選
定
時
も
、
末
家
で
あ
る
長
府
藩
主
・
元
義
と
徳
山
藩
主
・
広
鎮
も
名
前
は
あ

げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
両
名
に
つ
い
て
は
即
座
に
却
下
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
斉
煕
は
な
ぜ
、
こ
れ
ら
両
名
を
後
継
者
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
初
、
斉
熙
は
毛
利
元
義
に
つ
い
て
は
「
万
々
一
之
節
御
家
来
中
心
緩
之
所
も
御
案

シ
被
為
在
（    
14
）
」、
毛
利
広
鎮
に
つ
い
て
は
「
御
病
身
之
儀
彼
是
と
御
案
も
被
為
在
（    
15
）
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
親
著
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
「
御
続
も
近

く
候
（    
16
）
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
義
・
広
鎮
ら
よ
り
も
親
著
父
子
を
適
当
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
「
御
続
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
府
藩
藩
主
の
元
義
と
親
著
は
と
も
に
斉
煕
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
血
縁
上
の
遠
近
は
な
く
、
親
著
を
強
く
推
す
理
由
は
他
に
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
斉
煕
は
、
斉
元
の
養
子
入
り
に
難
色
を
示
す
一
門
ら
に
む
け
た
「
御
趣
意
書
」
の
な
か
で
長
府
藩
毛
利
家
を
「
乍
御
末
家
御
別

家
之
儀
（    
17
）
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
、
豊
之
允
（
後
の
斉
元
）
は
そ
の
父
で
あ
る
親
著
が
「
御
一
生
　
　
御
家
ニ
被
成
御
座
た
る
御
事
（    
18
）
」
で
あ
っ
た
と
し
、

後
者
を
よ
り
正
統
に
近
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
い
わ
ば
、
本
家
の
血
統
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
分
家
大
名
よ
り
も
、
萩
藩
毛
利
家
の
外
に
出
な
か
っ

た
親
著
の
子
ど
も
た
ち
の
方
が
、
萩
藩
毛
利
家
の
家
督
を
相
続
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
歴
代
藩
主
の
後
継
者
が
不
在
の
時
、
萩
藩
で
は
長
府
藩
か
ら
後
継
者
を
得
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
斉
煕
の
見
解
と
は
萩
藩
・
長

府
藩
両
毛
利
家
の
歴
史
的
展
開
よ
り
も
、
斉
煕
を
中
心
と
し
た
「
御
続
」
を
重
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
な
か
で
は
、
長
府
藩
毛
利
家
や
徳
山

藩
毛
利
家
と
い
っ
た
末
家
で
は
な
く
、
萩
藩
毛
利
家
と
い
う
一
大
名
家
内
部
の
秩
序
か
ら
逸
脱
し
な
か
っ
た
存
在
が
よ
り
正
統
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
、
斉
元
を
後
継
者
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
萩
藩
家
臣
団
の
最
高
位
で
あ
る
一
門
の
毛
利
親
頼
が
難
色
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
斉
元
が
一
門
に
次
ぐ
家
格
で
あ

る
準
一
門
の
福
原
家
に
養
子
入
り
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
親
頼
の
危
惧
と
は
、
自
ら
よ
り
低
い
家
格
の
家
か
ら
将
来
の
自
分
た
ち
の
主
君
が
誕
生

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
門
に
と
っ
て
は
斉
元
の
養
子
入
り
と
い
う
事
態
が
、
大
名
家
内
部
の
問
題
で
は
な
く
、
家
臣
団
秩
序
の
動
揺
を
招
き

か
ね
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
親
頼
の
見
解
で
顕
著
な
点
は
、「
仮
養
子
」
と
「
養
子
」
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
時
、
斉
煕
や
周
辺
の
家
臣
ら
が
想
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定
し
て
い
た
の
は
、「
仮
養
子
」、
史
料
中
で
は
「
当
分
養
子
」
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
主
で
あ
る
斉
煕
が
参
勤
交
代
で
国
許
に
帰
国
し
て
い
る
最
中
に
不
慮
の
事
態
が

生
じ
た
時
の
た
め
に
幕
府
へ
申
告
し
て
お
く
存
在
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
不
測
の
事
態
に
対
す
る
備
え
で
あ
り
、
将
来
的
に
同
人
が
萩
藩
毛
利
家
の
家
督
を

相
続
す
る
こ
と
が
決
定
的
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
親
頼
は
斉
元
が
将
来
的
に
主
家
で
あ
る
萩
藩
毛
利
家
の
家
督
を
相
続
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
そ

の
こ
と
に
よ
る
弊
害
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
斉
煕
と
親
頼
の
間
で
前
提
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
見
解
の
相
違
は
他
の
局
面
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
斉
煕
は
斉
元
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
「
近
き
御
続
柄
ニ
候
得
者
於
　
　
公
辺
格
別
御
差
支
等
も

有
之
間
敷
、
決
而
可
相
調
事
と
ハ
相
見
候
得
と
も
、
前
断
之
御
仕
向
相
成
候
上
万
々
一
何
そ
趣
も
有
之
、
調
兼
候
儀
共
有
之
候
而
者
如
何
敷
ニ
付
　
　
公
辺
向
不
被
得
御

内
意
候
ハ
而
者
其
沙
汰
難
被
仰
付
候
（    
19
）
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
斉
元
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
幕
府
も
許
可
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
示
し
、
そ
の
上
で
、「
若

又
　
　
公
辺
難
相
調
事
も
候
ハ
ヽ
御
末
家
方
之
内
御
願
被
成
ニ
而
可
有
之
候
（    
20
）
」
と
し
、
幕
府
が
豊
之
允
（
斉
元
）
の
養
子
入
り
を
妥
当
な
も
の
と
判
断
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
段
階
で
長
府
・
徳
山
両
藩
を
改
め
て
後
継
者
と
し
て
届
け
出
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
斉
煕
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
養
子
縁
組
を
幕
府
が

妥
当
な
も
の
と
し
て
判
断
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

斉
煕
は
こ
の
「
御
趣
意
書
」
を
親
頼
ら
へ
伝
え
た
翌
日
、
豊
之
允
（
斉
元
）
の
養
父
で
あ
っ
た
福
原
房
純
を
外
し
た
席
で
、
親
頼
ら
藩
の
重
臣
ら
に
対
し
、
豊
之
允
（
斉

元
）
を
萩
藩
毛
利
家
へ
引
き
取
る
意
向
を
伝
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
意
向
を
親
頼
ら
が
了
承
し
た
上
で
、
今
度
は
福
原
房
純
を
列
席
さ
せ
、
豊
之
允
（
斉
元
）
を
毛
利
家

へ
引
き
取
る
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
房
純
に
「
公
辺
御
願
之
儀
定
而
別
状
有
之
間
敷
候
得
共
、
万
々
一
不
相
調
儀
有
之
間
敷
物
ニ
て
も
無
之
候
間
、

御
願
書
御
請
込
相
成
候
御
到
来
有
之
候
迄
者
別
而
密
事
ニ
被
致
、
豊
之
允
殿
江
内
移
り
等
不
被
申
や
う
ニ
（    
21
）
」
と
し
、
幕
府
か
ら
の
許
可
を
得
る
ま
で
は
豊
之
允
（
斉
元
）

本
人
に
も
状
況
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
が
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
豊
之
允
（
斉
元
）
を
後
継
者
と
す
る
こ
と
は
、
斉
煕
を
中
心
に
発
案

さ
れ
、
親
頼
ら
重
臣
の
意
向
を
確
認
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
斉
煕
の
意
思
を
「
御
趣
意
書
」
と
い
う
形
で
表
明
す
る
こ
と
で
重
臣
ら
の
同
意
を
取
り
付
け
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
豊
之
允
（
斉
元
）
の
養
父
で
あ
っ
た
房
純
は
そ
の
最
終
段
階
で
参
与
し
て
お
り
、
幕
府
か
ら
の
許
可
を
得
る
ま
で
は
一
部
の
重
臣
以
外
に
は
斉
元
本
人
に
も
状

況
が
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
斉
煕
に
は
実
子
・
保
三
郎
が
誕
生
し
て
い
た
。
斉
元
を
自
身
の
後
継
者
と
す
る
に
あ
た
り
、
斉
煕
や
児
玉
三
郎
右
衛
門
は
「
保
三
郎
様
御

事
者
追
年
御
盛
長
之
上
御
嫡
子
成
等
被
仰
願
候
得
者
　
　
御
家
御
案
（
安
ヵ
）
堵
之
御
事
ニ
可
有
御
座
候
（    
22
）
」
と
し
、
保
三
郎
が
成
長
し
た
際
に
は
改
め
て
嫡
子
と
し
、

家
督
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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二
、「
慶
事
」
と
し
て
の
後
継
者
指
名

（
一
）
斉
元
の
後
継
者
指
名

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
閏
四
月
一
八
日
、
斉
煕
は
萩
へ
使
者
を
派
遣
し
、
斉
元
を
婿
養
子
と
し
て
幕
府
へ
届
け
出
る
こ
と
を
家
中
に
周
知
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
九

月
五
日
、
萩
藩
は
斉
元
を
婿
養
子
と
し
て
迎
え
る
願
書
を
幕
府
へ
提
出
し
た
。
ま
た
、
幕
府
へ
の
届
け
出
に
先
だ
っ
て
、
長
府
・
徳
山
・
清
末
藩
各
毛
利
家
に
意
見
を
求

め
た
。

こ
れ
ら
の
局
面
で
目
立
つ
の
は
、萩
藩
が
幕
府
へ
の
願
書
提
出
を
急
い
で
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
時
、長
府
藩
主
は
国
元
に
い
た
た
め
、書
面
で
意
思
確
認
を
行
っ

た
が
、
そ
の
局
面
で
は
「
公
辺
向
被
差
急
候
御
都
合
も
有
之
候
付
、
豊
之
助
（
元
寛
・
長
府
藩
世
子
）
様
其
外
御
在
府
之
御
一
族
中
様
思
召
寄
無
之
候
ハ
ヽ
御
願
書
可
被

差
出
之
段
程
良
申
述
候
事
（    
23
）
」
と
し
、
在
江
戸
の
末
家
ら
の
意
志
を
確
認
し
た
段
階
で
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
通
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
末
家
が
斉
元
を
婿
養
子
と
し

て
斉
煕
の
後
継
者
と
す
る
こ
と
に
異
論
を
示
さ
な
か
っ
た
た
め
、
萩
藩
は
幕
府
へ
斉
元
を
婿
養
子
と
す
る
願
書
を
提
出
し
た
。
以
下
の
史
料
は
、
こ
の
時
幕
府
へ
提
出
さ

れ
た
願
書
で
あ
る
。

【
史
料
一
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
子
願
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
大
膳
大
夫
（
毛
利
斉
煕
）

 

私
儀
未
男
子
無
御
座
ニ
付
、
実
祖
父
式
部
大
輔
（
重
就
）
三
男
毛
利
定
次
郎
（
親
著
）
悴
式
部
（
斉
元
）
儀
、
当
卯
弐
拾
五
歳
罷
成
候
、
近
年
私
国
元
江
御
暇
度
々
仮

養
子
ニ
相
願
候
者
ニ
而
筋
目
之
儀
も
御
座
候
間
、
私
娘
江
取
合
聟
養
子
ニ
仕
度
奉
願
候
、
不
苦
思
召
候
者
可
然
様
御
差
図
可
被
下
候
以
上
（    
24
）
、

当
然
の
よ
う
に
、
幕
府
へ
向
け
た
願
書
の
内
で
は
、
未
だ
存
在
が
公
に
な
っ
て
い
な
い
保
三
郎
に
対
す
る
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
願
書
が
幕
府
に
受
理
さ
れ
た
後
、

国
許
の
家
臣
に
対
し
て
は
「
此
度
御
養
子
如
御
願
被
仰
出
候
処
、　
　
式
部
様
被
仰
立
之
趣
被
為
在
候
付
　
　
保
三
郎
様
御
事
い
ま
た
公
儀
江
御
届
不
被
相
済
候
得
共
、

於
御
内
輪
者
　
　
御
三
殿
様
と
奉
称
候
様
被
仰
付
候
事
（    
25
）
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
斉
元
の
婿
養
子
入
り
決
定
と
同
時
に
、
将
来
的
に

家
督
を
斉
煕
の
血
筋
を
引
く
保
三
郎
（
後
の
斉
広
）
へ
と
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
「
御
家
」
内
部
に
お
い
て
は
共
通
理
解
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幕

府
向
け
の
見
解
と
「
御
家
」
内
部
に
向
け
た
見
解
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
点
は
、
大
森
映
子
氏
も
指
摘
し
て
お
り
（    
26
）
、
こ
れ
は
斉
煕
の
血
統
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
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も
と
、
斉
元
の
家
督
相
続
が
中
継
ぎ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

で
は
、
そ
の
一
方
で
、
斉
元
の
養
子
入
り
は
、
萩
毛
利
家
内
部
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
斉
元
自
身
は
聟
養
子
と
い
う
形
で
斉
煕
の
後
継
者

と
し
て
迎
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
斉
煕
の
娘
で
あ
る
美
和
姫
と
の
婚
姻
が
前
提
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山
口
県
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
斉
元
の
聟
養
子
入
り
に
つ
い

て
「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」「
斉
元
公
御
聟
養
子
御
張
出
一
件
」
で
斉
元
の
聟
養
子
入
り
が
幕
府
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
経
過
を
記
述
し
て
い

る
の
に
対
し
、
婚
姻
に
関
わ
る
経
過
は
「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
と
し
て
別
史
料
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
出
来
事
は
当
該

期
の
萩
毛
利
家
の
な
か
で
は
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
斉
元
の
聟
養
子
入
り
に
つ
い
て
、
幕
府
か
ら
公
認
を
受
け
た
時
点
と
実
際
に

美
和
姫
と
婚
姻
を
結
ん
だ
時
点
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
御
家
」
内
部
で
ど
う
い
っ
た
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
分
析
を
試
み
て
い
く
。

（
二
）「
御
家
」
の
慶
事
と
し
て
の
位
置
づ
け

ま
ず
、
こ
こ
で
見
て
い
く
の
が
、
斉
元
が
後
継
者
と
し
て
幕
府
か
ら
公
認
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
九
月
五
日
に
幕
府
へ
願
書
を
提
出
し
た
後
、
一
連
の

経
過
は
当
役
の
堅
田
就
正
か
ら
、
萩
の
加
判
役
ら
へ
伝
え
ら
れ
た
。
九
月
一
八
日
に
は
、
御
一
門
・
同
嫡
子
・
老
中
・
同
嫡
子
・
若
年
寄
・
御
手
廻
頭
・
御
城
代
・
八
組
頭
・

寄
組
ら
上
級
家
臣
が
上
下
着
用
の
上
で
城
内
に
集
め
ら
れ
、
斉
元
を
聟
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
願
う
願
書
を
老
中
へ
提
出
し
た
こ
と
が
江
戸
か
ら
の
使
者
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
組
ら
他
家
臣
ら
に
も
同
様
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
最
上
級
家
臣
の
内
で
も
、
一
連
の
斉
元
の
養
子
入
り
に
関
す
る
申
し
渡
し
に
列
席
出
来
な
い
毛
利
本
之
助
家
（
厚
狭
毛
利
家
）

の
処
遇
で
あ
る
。
江
戸
当
役
で
あ
っ
た
堅
田
就
正
は
、
萩
藩
が
幕
府
へ
願
書
を
提
出
し
た
翌
日
、
萩
へ
向
け
、
以
下
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

【
史
料
二
】

一
、 

毛
利
本
之
助
（
元
美
）
殿
事
幼
少
其
上
平
人
御
扶
持
方
成
同
様
之
趣
ニ
而
在
住
ニ
付
先
達
而
福
原
刑
馬
罷
下
候
節
御
養
子
事
之
被
仰
聞
も
無
之
候
、
然
処
此
度
御

願
書
被
差
出
候
ニ
付
而
者
孰
之
道
被
仰
聞
無
之
候
ハ
而
不
相
成
儀
候
処
、
先
格
等
も
難
相
知
候
、
依
之
僉
儀
申
付
候
処
、
年
始
一
度
者
使
者
を
以
御
祝
儀
被
申
上
、

奉
書
を
以
御
意
を
も
被
成
候
、
御
養
子
事
ハ
御
家
江
付
別
而
重
き
御
事
ニ
付
右
軆
之
見
渡
も
有
之
、
此
度
御
意
被
成
可
然
哉
と
僉
儀
之
趣
及
　
　
御
聞
候
処
、
可

被
成
　
御
意
と
の
御
事
ニ
付
別
紙
御
意
書
権
左
衛
門
江
相
渡
候
間
、
於
其
許
も
篤
と
僉
儀
被
仰
付
、
代
聞
ニ
而
相
済
候
ハ
ヽ
可
被
成
御
沙
汰
候
、
尤
万
一
如
何
之

趣
も
候
ハ
ヽ
此
度
ハ
先
各
様
よ
り
被
仰
知
候
様
御
取
計
可
被
成
御
沙
汰
候
（    
27
）
、
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
毛
利
本
之
助
と
は
、
一
門
三
席
・
厚
狭
毛
利
家
当
主
の
毛
利
元
美
で
あ
る
。
厚
狭
毛
利
家
は
藩
主
・
斉
煕
と
の
対
立
に
よ
っ
て
、
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）
に
元
美
の
父
で
あ
り
、
先
代
当
主
で
あ
っ
た
房
晁
が
強
制
隠
居
に
処
さ
れ
、
元
美
が
家
督
を
相
続
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
元
美
は
数
え
年
で
二
才
と
い

う
幼
年
で
あ
っ
た
た
め
知
行
地
の
厚
狭
で
生
活
を
続
け
て
い
た
。
ま
た
、
史
料
中
に
あ
る
「
扶
持
方
成
」
と
は
知
行
地
を
藩
に
上
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
借
金
の
返
済
を

藩
に
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
う
代
わ
り
に
公
的
な
役
目
か
ら
は
退
き
、
家
の
財
政
再
建
を
行
う
た
め
の
処
置
で
あ
る
（    
28
）
。
こ
の
際
に
は
大
名
家
の
慶
事
・
凶
事
へ
の
参
加
が

厳
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
家
に
と
っ
て
は
不
名
誉
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
堅
田
就
正
は
同
月
一
二
日
付
の
書
状
の
な
か
で
「
毛
利
本
之
助
殿
江
　
　
御
意
之
儀
、
此
内
申
進
候
詮
議
振
り
之
事
ニ
付
、
此
度
ハ
猶
更
有
廉
儀
ニ
御
座
候
間
、

御
一
門
衆
一
様
ニ
被
成
　
御
意
候
（    
29
）
」
と
し
、
斉
元
を
婿
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
が
幕
府
に
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
斉
煕
の
御
意
と
し
て
家
中
に
申
し
渡
す
際
に
は
、
毛

利
本
之
助
家
に
つ
い
て
も
代
聞
の
家
臣
を
派
遣
す
る
こ
と
で
御
意
の
申
し
渡
し
に
列
席
出
来
る
よ
う
に
指
示
を
出
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
萩
の
加
判
役
ら
は
「
近
年

彼
是
之
　
　
御
意
被
仰
聞
之
類
い
を
以
代
聞
之
令
沙
汰
候
（    
30
）
」
と
し
、
厚
狭
毛
利
家
の
家
臣
を
萩
に
呼
ん
だ
上
で
、
御
意
を
代
聞
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

養
子
入
り
と
い
う
「
慶
事
」
が
「
扶
持
方
成
」
と
い
う
規
則
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

九
月
二
四
日
に
は
、
斉
元
の
婿
養
子
入
り
が
幕
府
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
斉
熙
の
御
意
と
し
て
家
臣
団
に
周
知
さ
れ
た
。
こ
の
際
は
毛
利
本
之
助
家
の
家
臣
が

代
聞
を
許
可
さ
れ
、
他
一
門
ら
と
列
席
の
上
、
御
意
を
聞
い
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
堅
田
就
正
の
書
状
に
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
方
の
理
解
と
し
て
は
「
御

養
子
事
ハ
御
家
江
付
別
而
重
き
御
事
」
で
あ
り
、「
此
度
ハ
猶
更
有
廉
儀
」
で
あ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
斉
元
の
養
子
入
り
が
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
と
い
う
点

は
「
御
家
」
の
な
か
で
も
重
視
す
べ
き
「
慶
事
」
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
こ
の
後
の
献
上
儀
礼
の
な
か
で
よ
り
顕
著
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
九
月
一
二
日
付
の
書
状
で
堅
田
就
正
は
、
萩
城
下
の
家
臣
ら
が
江
戸
へ

祝
儀
を
送
る
こ
と
を
許
可
す
る
旨
を
萩
の
加
判
役
ら
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
際
、
祝
儀
の
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
格
に
基
づ
き
藩
か
ら
事
前
に
指
定
さ
れ
た
。
但
し
、
こ

れ
は
、
家
臣
の
家
の
見
解
と
大
名
家
の
見
解
が
必
ず
し
も
全
面
的
に
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。【
表
1
】
は
「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
に
収
録
さ

れ
た
祝
儀
の
献
上
に
関
わ
る
各
家
の
願
書
を
も
と
に
、
そ
の
要
求
内
容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
、
不
許
可
と
な
っ
た
⑬
は
、
保
三
郎
に
対
す
る
祝
儀
献
上
の

必
要
性
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑭
の
毛
利
本
之
助
家
（
厚
狭
毛
利
家
）
に
つ
い
て
は
、
萩
・
江
戸
双
方
で
詮
議
が
難
航
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
類
例
の
存
在
を

確
認
し
た
こ
と
を
以
て
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
江
戸
へ
使
者
を
派
遣
し
、
約
一
年
遅
れ
で
献
上
行
為
が
実
現
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
見
て
い
き
た
い
の
は
事
例
②
〜
⑤
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
桂
主
殿
家
・
国
司
信
濃
家
・
堅
田
宇
右
衛
門
家
が
藩
側
の
規
定
を
超
え
る
形
で
の
献
上
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行
為
を
求
め
た
事
例
で
あ
る
。
ま
ず
は
祝
儀
の
為
の
飛
脚
派
遣
と
「
御
太
刀
馬
代
并
箱
肴
一
種
（    
31
）
」
の
献
上

を
求
め
た
寄
組
・
桂
主
殿
家
の
事
例
②
③
を
検
討
し
て
い
く
。
桂
主
殿
家
は
、
藩
側
に
対
し
、
先
例
書
を
提

出
し
、
自
ら
の
主
張
の
妥
当
性
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
桂
主
殿
家
が
主
張
し
た
「
先
例
」
に
は
、

大
名
後
継
者
の
決
定
と
い
う
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
大
名
正
室
の
出
産
や
大
名
家
子
女
の
婚
姻
と
い
っ
た
行

事
も
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
要
求
を
受
け
た
藩
側
は
祝
儀
の
た
め
に
江
戸
へ
飛
脚
を
送
る
こ
と
は
許
可
し
た
。
一
方
、

事
例
③
の
「
御
太
刀
馬
代
并
箱
肴
一
種
」
献
上
の
可
否
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
詮
議
過

程
で
、
養
子
入
り
に
つ
い
て
「
御
縁
組
等
よ
り
此
度
之
趣
ハ
有
廉
事
候
様
相
見
候
（    
32
）
」
と
し
、
養
子
入
り
の

方
が
相
対
的
に
よ
り
重
い
「
慶
事
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
事
例
番
号
④
・
⑤
の
国
司
信
濃
家
・
堅
田
宇
右
衛
門
家
は
上
級
家
臣
団
で
あ
る
寄
組
に
所
属
す
る

家
で
あ
る
が
、
五
〇
〇
〇
石
を
超
え
る
石
高
を
有
す
る
た
め
、
年
始
や
歳
暮
な
ど
の
献
上
儀
礼
に
際
し
て
は

最
上
級
家
臣
で
あ
る
一
門
ら
と
同
額
の
祝
儀
の
献
上
を
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
養
子
入
り
に

際
し
て
は
斉
煕
・
斉
元
に
対
し
て
は
「
御
一
門
其
外
一
段
劣
り
老
中
其
外
と
段
分
け
有
之
（    
33
）
」
と
さ
れ
、
一

門
ら
よ
り
定
額
で
の
献
上
を
命
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
大
名
家
族
に
対
し
て
は
年
始
や
歳
暮
之
通
り
の
献
上

が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
斉
煕
・
斉
元
に
対
す
る
祝
儀
の
増
額
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

通
常
で
あ
れ
ば
、
金
銭
を
伴
う
献
上
行
為
は
家
臣
の
家
に
と
っ
て
も
少
な
く
な
い
負
担
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
司
信
濃
家
の
「
御
八
家
御
同
様
之
御
祝
儀
差
上
候
心
得
ニ
御
座
候
（    
34
）
」
と

い
う
主
張
か
ら
は
、
大
名
家
臣
の
家
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
贈
答
行
為
の
格
式
が
家
格
の
指
標
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り
、
よ
り
高
額
の
負
担
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
金
額
の
多
寡
を
以
て
他
家
と
の
差
異
化
を
志
向
す
る
動
向
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
、
藩

は
国
司
・
堅
田
両
家
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
、
祝
儀
金
額
の
増
加
を
許
可
し
た
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
斉
元
の
養
子
入
り
と
い
う
出
来
事
が
、
萩
藩
毛
利
家
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

番号 要求をした家 願書の内容 藩側の可否

① 毛利蔵主家
非役・隠居・部屋住の「御女

儀」から披露状提出
否

② 桂主殿家 祝儀のための飛脚派遣 可

③ 桂主殿家 御太刀馬代并箱肴一種の献上 不明

④ 国司信濃家 祝儀の増額 可

⑤ 堅田宇右衛門家 祝儀の増額 可

⑥ 毛利内匠家 血忌明後の祝儀献上 可

⑦ 毛利少輔三郎家 忌明後の祝儀献上 可

⑧ 毛利蔵主家 忌明後の祝儀献上 可

⑨ 繫沢図書家 忌明後の祝儀献上 可

⑩ 椋梨新左衛門家 上々様方への案内 可

⑪ 熊谷虎二郎家 家督後の披露状 可

⑫ 土居助之進家 家督相続後の披露状 可

⑬ 中村久兵衛・山﨑宗兵衛 保三郎への礼代献上 否

⑭ 毛利本之助家 引田成中の献上 可

表 1　「弾正様斉元公御婿養子一件」に収録された願書

※「弾正様斉元公御婿養子一件」（44 吉凶 160）より筆者作成
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す
な
わ
ち
、
厚
狭
毛
利
家
や
桂
主
殿
家
の
事
例
で
藩
側
が
示
し
た
見
解
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
斉
元
が
幕
府
か
ら
正
式
に
後
継
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は

「
御
縁
組
等
よ
り
此
度
之
趣
ハ
有
廉
事
」「
御
養
子
事
ハ
御
家
江
付
別
而
重
キ
御
事
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
論
理
が
藩
主
の
御
意
の
申
し
渡
し
や
家
臣
の
献
上
儀

礼
に
対
す
る
願
い
出
に
対
す
る
詮
議
の
な
か
で
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
斉
元
の
養
子
入
り
が
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
「
御
家
」
全
体
の
「
慶
事
」
と

し
て
共
有
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
但
し
、
桂
主
殿
家
ら
の
主
張
か
ら
は
、
養
子
入
り
を
よ
り
重
い
「
慶
事
」
と
す
る
理
解
は
読
み

取
れ
な
い
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、「
慶
事
」
を
め
ぐ
る
理
解
の
差
が
大
名
と
家
臣
、
そ
し
て
江
戸
と
萩
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
継
ぎ
と
し
て
の
斉
元
の
立
場
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
動
向
を
検
討
し
て
い
く
と
、
幕
府
に
よ
る
養
子
縁
組
の
許
可
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
、
格
式
の

省
略
と
い
う
方
向
性
が
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
看
取
出
来
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
斉
元
を
聟
養
子
と
し
て
迎
え
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の

次
ぎ
の
藩
主
に
斉
煕
の
実
子
で
あ
る
保
三
郎
を
迎
え
る
こ
と
は
「
御
家
」
内
部
に
周
知
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
即
座
に
斉
元

を
め
ぐ
る
格
式
の
簡
略
化
を
促
進
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
展
開
は
あ
る
課
題
も
浮
き
彫
り
に
し
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
「
御
家
」
の
慶
事
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
幕
府
か
ら
斉
元

の
養
子
縁
組
を
許
可
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
斉
煕
の
娘
と
斉
元
の
婚
姻
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
大
森
映
子
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
（    
35
）
、
近
世
大
名
の
家
督
相
続

と
は
、
必
ず
し
も
直
系
男
子
の
み
で
家
の
存
続
を
図
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
の
血
統
も
一
定
の
重
要
性
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
斉
元
の
養
子
入
り
の
展
開
を
見

て
い
く
と
、「
聟
養
子
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
斉
元
の
正
室
で
あ
り
、
斉
熙
の
娘
で
あ
る
美
和
姫
の
存
在
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
斉
元
の
養
子

入
り
の
許
可
と
は
、
あ
く
ま
で
も
幕
府
と
大
名
家
と
の
関
係
性
の
な
か
で
の
「
慶
事
」
で
あ
っ
た
と
も
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

（
三
）「
御
家
」
の
「
慶
事
」
と
し
て
の
限
界
性

続
い
て
、
こ
こ
で
は
斉
元
の
養
子
入
り
と
い
う
事
例
の
「
慶
事
」
と
し
て
の
限
界
性
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
斉
元
の
養
子
入
り
と
い
う
時
点
で
は
、

藩
、
特
に
決
定
を
下
す
斉
煕
側
に
斉
元
が
庶
流
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
斉
元
の
婚
姻
が
同
族
内
婚
姻
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
格
式
の
見
直
し
を
目
指
す
動
向
を
確
認
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
う
し
た
点
は
国
許
の
動
き
と
も
一
致
し
て
い
る
。
斉
元
の
養
子
入
り
が
幕
府
に
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
萩
城
下
で
は
藩
士
に
対
し
、
一
〇
月
六
日
に
城
内
で
の

記
帳
と
そ
れ
に
伴
う
献
上
行
為
が
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
祝
儀
金
額
の
増
額
を
求
め
た
上
級
家
臣
が
い
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
足
軽
層
も
献
上
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行
為
や
記
帳
を
許
可
さ
れ
た
。

他
方
、
こ
う
し
た
「
慶
事
」
に
関
わ
る
儀
礼
へ
の
参
加
は
、
足
軽
層
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
武
士
層
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
〇
月
三
日
、
藩
は
御
客
屋
両

人
役
を
務
め
る
境
半
助
を
呼
び
出
し
、
同
人
の
管
轄
で
斉
元
の
養
子
入
り
を
祝
う
記
帳
へ
の
参
加
を
求
め
る
町
人
の
有
無
を
確
認
し
た
。
御
客
屋
と
は
、
藩
外
か
ら
の
来

客
を
接
待
す
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
町
人
地
・
武
家
地
を
含
む
屋
敷
地
を
管
轄
と
し
、
裁
判
や
防
災
等
民
政
を
つ
か
さ
ど
る
場
で
も
あ
っ
た
（    
36
）
。
こ
の
た
め
、
今
回
も

町
人
か
ら
の
記
帳
や
献
上
行
為
の
取
り
ま
と
め
を
担
当
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
藩
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
境
は
「
御
家
来
中
御
帳
被
仰
付
候
節
ハ
上
よ
り
御
沙
汰
無
之
候
而
も
、
御
客
屋
之
法
を
以
　
　
御
目
見
仕
来
候
町
人
共
江

登
　
　
城
仕
候
様
触
出
仕
候
、
此
段
昔
年
以
来
流
例
ニ
付
此
度
も
其
沙
汰
致
候
段
相
答
候
事
（    
37
）
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
藩
は
あ
く
ま
で
も
町
人
の
自
発
性
に
基
づ
く
献
上

行
為
と
し
て
理
解
し
て
い
た
も
の
の
、
実
態
と
し
て
は
御
客
屋
側
で
御
目
見
が
許
可
さ
れ
た
町
人
に
対
し
て
は
、「
慶
事
」
に
際
し
て
「
登
城
仕
候
様
」
に
命
じ
て
い
た

の
で
あ
り
、
藩
の
想
定
す
る
行
為
と
は
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
藩
は
記
帳
の
刻
限
を
境
半
助
に
写
し
取
ら
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は

客
屋
の
慣
例
を
否
定
す
る
意
図
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
翌
日
、
藩
側
は
御
船
蔵
役
人
有
田
助
左
衛
門
を
呼
び
出
し
、
同
役
所
の
管
轄
す
る
浜
崎
町
で
の
記
帳
参
加
を
求
め
る
町
人
の
有
無
を
尋
ね
た
。
浜
崎
町
は
城

下
の
形
成
に
伴
い
開
か
れ
た
港
町
で
あ
り
、
経
済
的
に
発
展
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
有
田
は
浜
崎
町
人
ら
か
ら
の
願
い
出
は
な
い
と
返
答
し
た
。
さ
ら
に
藩
は

前
日
の
御
客
屋
の
返
答
を
踏
ま
え
、
御
目
見
を
許
可
さ
れ
て
い
る
町
人
に
登
城
を
命
じ
る
と
い
う
例
は
あ
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
有
田
は
そ
う
し
た
慣
例
の
存
在
は
把
握

し
て
い
な
い
と
返
答
し
た
。

こ
の
返
答
を
受
け
た
藩
は
さ
ら
に
、「
四
度
　
　
御
目
見
仕
候
も
の
（    
38
）
」
の
有
無
を
尋
ね
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
有
田
は
役
所
で
詮
議
し
た
後
に
返
答
す
る
と
し
た
が
、

同
日
内
に
該
当
す
る
町
人
が
い
な
い
と
返
答
し
た
。
こ
れ
ら
の
詮
議
を
経
て
、
藩
は
御
船
蔵
に
対
し
て
は
記
帳
の
た
め
の
登
城
の
刻
限
の
触
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
を
決
め

た
。
そ
の
上
で
「
元
来
就
願
御
帳
等
被
仰
付
候
事
ニ
付
願
不
仕
も
の
へ
登
城
可
被
仰
付
事
ニ
而
無
之
候
事
（    
39
）
」
と
い
う
点
を
再
度
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
記

帳
と
そ
れ
に
伴
う
献
上
行
為
は
町
人
か
ら
の
願
い
出
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
町
人
た
ち
に
登
城
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。

「
弾
正
様
斉
元
公
御
婿
養
子
一
件
」
の
な
か
で
は
、「
百
姓
町
人
よ
り
不
願
出
ニ
付
不
及
其
沙
汰
候
事
（    
40
）
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
城
下
の
他
地
区
で
も
町

人
か
ら
の
願
い
出
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
斉
元
の
養
子
入
り
を
「
慶
事
」
と
し
て
意
識
し
え
た
の
は
、
少
な
く
と
も
主
従
関
係
に
基

づ
く
「
御
家
」
の
構
成
員
で
あ
る
武
士
層
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
領
民
た
ち
の
姿
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
記
帳
や
献
上
行
為
を
町
人
側
か
ら
の
完
全
な
自
発
的
行
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為
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
改
め
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
家
格
の
視
覚
化
と
し
て
堅
田
家
ら
上
級
家
臣
が
祝
儀
の
増
額
を
願
い
出
た
こ
と
と
比

較
す
れ
ば
、
斉
元
の
養
子
入
り
が
町
人
層
に
と
っ
て
何
ら
か
の
形
で
利
益
を
も
た
ら
す
「
慶
事
」
と
し
て
は
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
町
人
ら
に
よ
る
身
上
が
り
と
い
う
以
上
に
、
上
級
家
臣
ら
に
よ
る
他
者
と
の
差
異
化
と
い
う
動
向
の
方
が
よ
り
顕
著
に
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
藩
側
も
可
能
な
限
り
多
く
の
町
人
ら
を
献
上
儀
礼
に
参
加
さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
御
客
屋
・
船
倉
役
人
ら
と
の
交
渉
か
ら
見
て
取

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
関
係
役
人
へ
の
問
い
合
わ
せ
の
な
か
で
、
藩
側
は
「
四
度
　
　
御
目
見
仕
候
も
の
」
の
存
在
に
つ
い
て
一
度
は
確
認
し
た
も
の
の
、
そ
の
基
準
を

満
た
す
存
在
が
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
、
そ
れ
以
上
の
基
準
の
引
き
下
げ
は
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
回
の
「
慶
事
」
の
共
有
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
藩
側

は
「
慶
事
」
へ
の
参
加
者
拡
大
と
い
う
方
針
は
示
さ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
、
今
回
の
斉
元
の
養
子
入
り
に
対
す
る
幕
府
か
ら
の
許
可
と

い
う
出
来
事
は
、
武
士
層
を
中
心
と
す
る
「
御
家
」
に
と
っ
て
は
重
要
な
「
慶
事
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
武
士
層
以
外
へ
も
拡

大
し
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
三
、
斉
元
婚
姻
を
め
ぐ
る
格
式
の
変
遷

（
一
）
斉
元
婚
姻
の
経
緯

こ
の
よ
う
に
武
士
層
で
は
「
慶
事
」
と
さ
れ
た
斉
元
の
養
子
入
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
婚
姻
の
段
階
に
な
る
と
様
子
が
異
な
っ
て
く
る
。
で
は
、
斉
元
の
婚
姻
は
ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
。
斉
元
の
婚
姻
に
つ
い
て
検
討
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
斉
元
の
養
子
入
り
が
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
文
政
二
年
で
あ
る
。【
史
料
四
】

は
同
年
一
一
月
二
七
日
に
堅
田
就
正
と
当
職
の
福
原
房
純
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
で
あ
る
。

【
史
料
三
】

 

一
筆
致
啓
達
候
　
　
式
部
（
斉
元
）
様
御
事
御
聟
養
子
御
一
件
御
元
服
等
迄
追
々
無
御
滞
被
為
済
、
先
者
御
平
生
ニ
相
成
候
、
然
処
御
婚
礼
之
儀
兼
而
者
明
後
年
（
文

政
四
年
）　
　
殿
様
（
斉
煕
）
御
参
府
之
上
御
調
被
成
候
様
ニ
可
被
仰
付
　
御
内
慮
ニ
御
座
候
処
、
此
節
ニ
相
成
、
右
　
御
思
召
通
り
ニ
而
如
何
可
被
為
在
哉
之
趣
も

有
之
候
、　
　
上
ニ
も
段
々
被
遊
御
案
候
処
、
只
管
明
後
年
迄
御
延
引
之
様
ニ
も
難
被
仰
付
、
然
共
当
年
之
儀
者
是
ま
て
御
臨
時
用
相
湊
、
且
米
價
下
直
旁
此
内
御
所
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帯
方
衆
を
も
態
々
■

（
ペ
ー
ジ
綴
じ
込
み
）

■
■
■
御
事
ニ
而
之
急
場
ニ
相
成
候
ニ
付
而
も
御
取
急
ニ
相
成
候
ニ
付
而
も
御
式
其
外
吃
度
御
省
略
、
御
普
請
を
初
諸
事
真
之
御
手
軽
ニ
而
被
相

済
候
儀
ニ
付
、
御
物
入
餘
程
相
減
、
且
者
後
年
御
手
軽
之
御
吉
例
ニ
も
相
成
可
申
、
後
彼
是
ニ
而
も
不
一
通
御
筋
相
も
有
之
、
被
登
差
候
程
之
儀
、
此
上
其
元
御
繰
出

も
被
相
調
間
敷
、
御
難
渋
之
段
委
細
御
勘
弁
被
遊
、
段
々
評
議
を
も
被
仰
付
候
処
、
孰
れ
御
延
引
難
被
仰
付
御
行
懸
り
ニ
候
、
左
候
得
ハ
最
前
之
御
積
通
り
御
婚
礼
来
々

年
と
申
候
得
者
、
御
大
礼
差
向
所
御
繰
出
乍
御
難
渋
来
春
　
　
式
部
様
　
美
和
姫
様
麻
布
新
御
殿
御
引
移
と
申
御
唱
ニ
而
真
之
御
内
輪
限
至
極
之
御
略
式
ニ
而
御
内
婚

被
遊
御
調
、
表
方
之
儀
者
　
　
殿
様
来
々
年
御
参
府
之
上
御
婚
姻
御
弘
メ
可
被
成
と
の
　
御
内
思
召
ニ
候
、
尤
此
御
方
ニ
而
ヶ
様
之
御
例
者
無
御
座
候
へ
共
、
当
時
者

諸
家
様
大
概
御
省
略
被
相
用
御
内
婚
以
後
御
間
相
有
之
、
御
弘
メ
と
申
儀
段
々
有
之
由
相
聞
候
得
者
、
此
度
之
儀
他
家
御
取
組
ニ
而
も
無
之
、
御
内
輪
限
々マ

マ

之
儀
旁
ニ

付
右
之
通
可
被
仰
付
と
の
御
事
候
、
右
ニ
付
麻
布
御
作
事
之
儀
も
内
々
僉
儀
申
付
候
事
ニ
御
座
候
、
御
入
用
目
銀
御
仕
送
之
儀
者
其
元
手
子
衆
江
爰
元
手
子
衆
よ
り
申

越
候
間
可
被
成
御
承
知
候
、
委
細
之
儀
者
近
々
揚
井
鎌
蔵
御
直
目
付
之
内
一
人
可
被
差
下
ニ
付
、
其
節
可
得
御
意
候
、
候
間
先
右
之
趣
為
御
承
知
如
是
御
座
候
、
此
段

加
判
衆
江
も
御
内
々
被
仰
伝
置
候
様
ニ
と
存
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　（
文
政
二
年
）
十
一
月
廿
七
日
　
　
　
堅
　
宇
右
衛
門
（
就
正
）

尚
々
い
ま
た
　
　
上
々
様
江
申
上
も
不
仕
候
、
御
内
々
之
儀
ニ
御
座
候
旨
左
様
可
被
成
御
承
知
候
以
上
、

　
　
　
　
福
　
豊
前
（
房
純
）
様
　
御
印
付
（    
41
）

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
斉
元
の
婚
姻
は
「
明
後
年
」
つ
ま
り
、
文
政
四
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
斉
煕
が
懸
念
を
示
し
た
こ
と
で
婚
姻
の
時
期
に
つ

い
て
再
検
討
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
文
政
四
年
に
行
わ
れ
る
は
ず
の
斉
元
の
婚
姻
が
、
斉
煕
の
意
志

に
よ
り
、「
臨
時
用
」
が
続
く
な
か
で
前
倒
し
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
簡
略
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
「
御
手
軽
之
御
吉
例
ニ
も
相
成
」

と
い
う
言
及
に
も
あ
る
よ
う
に
、
比
較
的
楽
観
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
後
、
江
戸
方
の
関
係
役
人
ら
に
も
、
堅
田
就
正
か
ら
以
下
の
【
史
料
四
】
の
通
り
、
通
達
が
な
さ
れ
た
。

【
史
料
四
】

 

式
部
様
御
婚
姻
之
儀
兼
而
者
明
後
年
被
成
御
調
可
然
と
　
　
殿
様
思
召
ニ
候
処
、
此
内
御
元
服
迄
御
一
件
無
御
滞
被
為
済
候
、
左
候
処
　
　
美
和
姫
様
最
早
御
年
頃
之

御
事
只
管
来
々
年
迄
被
成
御
延
引
候
様
ニ
も
難
被
仰
付
、
依
之
急
場
之
儀
ニ
者
候
得
共
、
来
四
月
麻
布
新
御
殿
御
引
移
と
申
御
唱
ニ
而
真
之
御
内
輪
限
至
極
之
御
略
式
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ニ
而
御
内
婚
被
成
御
調
候
様
可
被
仰
付
と
の
　
　
御
思
召
ニ
候
、
此
段
近
々
罷
出
申
上
儀
ニ
候
得
共
、
先
其
内
真
之
御
内
々
可
被
申
上
置
候
（    
42
）
、

こ
の
な
か
で
は
、
婚
姻
を
前
倒
し
に
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
美
和
姫
の
「
御
年
頃
」
と
い
う
点
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、【
史
料
三
】【
史
料
四
】
を
見
る
と
、

婚
姻
儀
礼
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
「
御
内
婚
」「
御
弘
メ
」（「
御
広
目
」
と
も
）
の
大
き
く
二
つ
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
結
果
、
実
質
的
な
入
嫁
で
あ

る
「
御
内
婚
」
を
前
倒
し
に
し
、
他
家
へ
婚
姻
の
事
実
を
周
知
す
る
「
御
弘
メ
」
を
予
定
通
り
明
後
年
と
す
る
こ
と
で
斉
煕
も
同
意
し
、
斉
元
夫
妻
の
住
居
と
な
る
麻
布

新
御
殿
の
普
請
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
も
先
代
藩
主
・
斉
房
の
正
室
で
あ
る
貞
操
院
の
親
族
で
あ
る
有
栖
川
宮
の
死
去
に
よ
る
服
喪
期
間
の
影
響
、
そ
し

て
国
元
で
行
わ
れ
る
元
就
遠
忌
法
要
の
影
響
に
よ
り
頓
挫
し
た
こ
と
が
文
政
三
年
二
月
二
九
日
付
の
堅
田
就
正
の
書
状
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
延
期
を
最
も
嫌
っ
た
の
が
藩
主
で
あ
る
斉
煕
で
あ
っ
た
。
国
元
で
行
わ
れ
る
元
就
遠
忌
法
要
の
た
め
、
帰
国
の
延
期
も
不
可
能
で
あ
っ
た

斉
煕
は
自
身
の
帰
国
直
前
の
文
政
三
年
四
月
二
一
日
に
結
納
の
取
り
交
わ
し
の
み
を
済
ま
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
緊
急
措
置
で
あ
っ
た

た
め
、江
戸
か
ら
萩
へ
向
け
た
書
状
の
な
か
で
は
「
御
内
証
事
ニ
付
　
　
上
々
様
方
を
始
其
外
御
知
セ
不
被
仰
付
候
間
、其
元
　
　
御
子
様
方
其
外
江
も
御
知
せ
不
及
候
（    
43
）
」

と
し
、「
同
断
ニ
付
前
々
御
帳
被
仰
付
、
各
様
方
を
始
御
聞
掛
之
御
悦
御
連
署
等
被
差
越
候
儀
も
此
度
ハ
不
及
其
儀
、
何
も
追
而
御
弘
之
節
可
被
仰
付
と
の
御
事
（    
44
）
」
と

さ
れ
、
当
役
や
加
藩
役
な
ど
役
職
に
あ
る
上
級
家
臣
の
間
の
み
で
処
理
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
斉
元
の
「
御
内
婚
」
に
向
け
た
準
備
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
文
政
四
年
で
あ
る
。
こ
の
時
の
方
針
は
「
御
引
移
と
申
御
唱
ニ
而
真
ノ
御
内
輪
限
至
極
之
御
略

式
被
仰
付
候
段
先
達
而
申
上
相
成
候
処
、
厳
重
之
御
仕
組
被
仰
出
候
砌
ニ
付
猶
更
万
端
御
省
略
可
被
仰
付
と
の
御
事
ニ
候
（    
45
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
財
政
難
の
な
か
で

格
式
を
省
略
す
る
と
い
う
方
針
が
明
示
さ
れ
た
。

ま
ず
、
同
年
四
月
に
斉
元
夫
妻
の
住
居
と
な
る
麻
布
新
御
殿
の
普
請
が
完
成
し
、
同
年
五
月
九
日
に
は
美
和
姫
が
、
同
年
六
月
一
三
日
に
は
斉
元
が
麻
布
新
御
殿
へ
移

動
し
た
。
そ
し
て
、予
定
か
ら
約
ひ
と
月
遅
れ
た
同
月
二
〇
日
に
よ
う
や
く
「
御
内
婚
」
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、こ
こ
で
も
格
式
の
簡
略
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
五
】
は
こ
の
「
御
内
婚
」
の
際
に
省
略
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。

【
史
料
五
】

　
　
　
御
内
婚
ニ
付
被
差
止
候
廉
々

一
、
美
和
（
姫
脱
）
様
江
地
江
戸
之
当
役
中
并
御
手
廻
頭
御
愛
敬
之
御
守
献
上
之
事
、
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一
、
御
婚
礼
前
方
　
　
美
和
姫
様
江
地
江
戸
之
当
役
并
在
府
之
御
手
廻
頭
御
餞
別
献
上
之
事
、

一
、
御
床
飾
之
諸
具
出
来
之
上
在
江
戸
之
御
家
来
中
江
拝
見
被
仰
付
候
事
、

一
、
御
婚
礼
被
為
済
候
上
、
在
江
戸
之
御
家
来
御
歓
為
可
申
進
之
御
帳
之
事
、

一
、
宮
内
様
　
美
和
姫
様
江
御
付
之
老
女
中
若
年
寄
よ
り
御
婚
礼
被
為
済
候
上
、
御
祝
儀
之
事
（    
46
）
、

こ
れ
ら
省
略
さ
れ
た
事
柄
を
見
て
み
る
と
、
萩
江
戸
当
役
ら
と
の
献
上
拝
領
儀
礼
や
婚
姻
道
具
の
披
露
な
ど
家
臣
ら
に
関
わ
る
儀
礼
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
儀
礼
が
、
大
名
と
家
臣
の
間
で
「
慶
事
」
を
共
有
す
る
場
面
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
簡
略
化
は
単
に
婚
姻
を
め
ぐ
る
格
式
の
簡
素
化
と
い
う
の
み

で
は
な
く
、
斉
元
の
婚
姻
を
「
慶
事
」
と
し
て
共
有
す
る
た
め
の
回
路
が
本
来
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
簡
略
化

し
た
儀
礼
は
「
御
弘
メ
」
の
際
に
改
め
て
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
こ
の
段
階
で
は
省
略
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
藩
主
の
婚
姻
を
公
的
に
発

表
す
る
「
御
弘
メ
」
ま
で
延
期
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
中
止
と
い
う
見
解
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
大
名
家
に
と
っ
て
の
斉
元
婚
姻

で
は
、
一
連
の
慶
事
は
国
元
の
家
臣
ら
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
斉
元
夫
妻
が
麻
布
新
御
殿
へ
移
っ
た
こ
と
は
、
国
元
の
家
臣
ら
に
も
報
告
さ
れ
た
。

文
政
四
年
六
月
二
〇
日
付
の
書
状
で
は
、「
御
内
婚
」
が
済
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
、
結
納
も
内
々
で
済
ま
せ
た
こ
と
が
国
元
へ
伝
え
、「
御
歓
（    
47
）
」
の
使
者
の
派
遣
が
命
じ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
御
家
」
全
体
に
献
上
行
為
や
記
帳
が
命
じ
ら
れ
た
斉
元
の
養
子
入
り
許
可
の
際
と
は
異
な
り
、
宍
戸
親
朝
・
毛
利
房
顕
・
毛
利
親
頼
・
益

田
房
清
・
福
原
房
純
・
堅
田
就
正
と
い
う
役
職
に
あ
る
ご
く
一
部
の
上
級
家
臣
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
結
婚
に
伴
い
、
美
和
姫
に
対
す
る
呼
称
は
変
更
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
は
「
御
弘
メ
」
前
で
あ
る
た
め
、「
御
家
」
内
部
で

も
「
御
内
婚
」
の
後
も
「
美
和
姫
様
（    
48
）
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
美
和
姫
の
呼
称
が
「
麻
布
御
前
様
（    
49
）
」
へ
改
め
ら
れ
た
の
は
、
正

式
な
「
御
広
目
」
の
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
の
「
御
内
婚
」
と
は
ま
さ
に
大
名
家
と
い
う
個
別
の
家
内
部
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
家
臣
の
家
と
い
う
存
在
さ

え
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
御
内
婚
」
に
至
る
経
過
で
見
ら
れ
た
格
式
の
簡
略
化
は
、「
御
弘
メ
」
が
正
常
通
り
に
な
さ
れ
れ
ば
解
決
さ
れ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
藩
主
の
婚
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姻
を
公
に
す
る
「
御
弘
メ
」
に
重
点
が
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
先
述
の
【
史
料
三
】
の
内
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
萩
藩
の

認
識
で
は
、
財
政
難
か
ら
「
御
内
婚
」
と
「
御
弘
メ
」
の
時
期
を
前
後
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
他
大
名
で
も
用
い
て
い
る
も
の
と
し
て
お
り
、
文
政
二
〜
四
年
段
階
で
は

こ
う
し
た
状
況
に
大
き
な
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、斉
元
の
婚
姻
の
一
件
を
記
し
た
「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
の
記
述
は
こ
の
「
御
内
婚
」
の
あ
と
、文
政
六
年
ま
で
空
い
て
い
る
。
で
は
、な
ぜ
「
御

弘
メ
」
は
一
年
近
く
延
期
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
史
料
で
は
、「
近
年
御
臨
時
用
等
相
嵩
ニ
御
繰
巻
御
難
渋
ニ
付
　
　
宮
内
様
御
婚
姻
御
弘
メ
只
様
御
延

引
ニ
相
成
候
処
、
最
早
差
延
難
被
置
儀
ニ
付
、
近
月
之
中
御
弘
メ
可
被
仰
付
哉
、
然
処
当
節
殊
更
御
物
入
差
湊
急
場
之
御
繰
出
シ
難
被
相
調
趣
ニ
御
座
候
間
、
諸
御
式
事

御
祝
儀
御
取
交
其
外
別
紙
御
省
略
詮
議
之
趣
を
以
御
弘
メ
可
被
仰
付
哉
（    
50
）
」
と
い
う
江
戸
詰
め
の
重
臣
ら
の
意
見
に
対
し
、
斉
煕
が
決
定
を
下
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
文
政
六
年
ま
で
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
臨
時
の
出
費
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
御
広
目
」
の
決
定
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
年
五
月
一
〇
日
付
で
国
元
の
重
臣
ら
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
は
以
下
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
六
】

 

一
筆
令
啓
達
候
、　
宮
内
（
斉
元
）
様
　
美
和
姫
様
御
事
最
前
御
内
婚
被
為
済
候
段
委
細
御
承
知
之
通
御
座
候
、
御
広
目
之
儀
只
様
延
引
ニ
相
成
居
候
処
、
此
節
御
取

急
被
成
候
御
様
子
有
之
、
当
月
之
中
御
広
目
可
被
成
と
の
御
事
ニ
御
座
候
、
尤
諸
事
御
省
略
被
仰
付
度
思
召
御
座
候
、
此
段
為
承
知
如
是
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　（
文
政
六
年
）　
五
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
三
郎
右
衛
門
（
親
忠
）

福
　
豊
前
（
房
純
）

宍
　
主
計
（
親
朝
）
様

毛
　
内
匠
（
房
顕
）
様

毛
　
伊
賀
（
親
頼
）
様
　
　
付

益
　
丹
後
（
房
清
）
様

堅
　
宇
右
衛
門
（
就
正
）
様
（    
51
）
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【
史
料
六
】
で
も
、
ま
ず
は
文
政
四
年
に
「
御
内
婚
」
を
済
ま
せ
た
も
の
の
、「
御
広
目
」（「
御
弘
メ
」
と
同
義
）
は
未
だ
延
期
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、【
史
料
六
】
の
な
か
で
は
「
御
取
急
被
成
候
御
様
子
」
の
た
め
、
急
ぎ
五
月
中
に
「
御
広
目
」
を
行
う
こ
と
が
国
元
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
同
月
内
の
「
御
広
目
」
と
し
て
い
る
以
上
、
も
は
や
相
談
で
は
な
く
、
事
後
報
告
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

早
期
の
「
御
広
目
」
を
求
め
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
御
様
子
」
と
い
う
表
現
か
ら
判
断
す
る
に
、「
御
広
目
」
を
急
ぐ
主
体
も
藩
主
で
あ
る
斉
煕
で

あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
も
、
斉
元
婚
姻
の
時
期
決
定
に
つ
い
て
、
斉
煕
の
意
向
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
【
史
料
六
】
を
見
る
限
り
、
国
許
の
重
臣
ら
に
対
し
て
は
「
御
取
急
被
成
候
御
様
子
」
と
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
説
明
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
斉
煕
が
斉
元
の
婚
姻
を
急
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
当
時
は
保
三
郎
（
後
の
斉
広
）
と
将
軍
家
斉
の
子
女
と
の
縁

組
を
め
ぐ
る
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
た
（    
52
）
。
つ
ま
り
、
毛
利
家
、
特
に
斉
煕
に
と
っ
て
よ
り
重
い
「
慶
事
」
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
斉

元
の
婚
姻
と
は
、
財
政
窮
乏
に
よ
り
や
む
を
得
ず
格
式
を
縮
小
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
斉
煕
の
「
御
家
」
運
営
の
も
と
で
相
対
的
に
程
度
の
軽
い
「
慶
事
」
と
さ
れ
て
い

た
と
い
う
方
が
よ
り
実
情
に
即
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
三
）「
慶
事
」
と
し
て
の
機
能

で
は
、
こ
う
し
た
斉
煕
に
よ
る
調
整
は
、
家
中
に
向
け
た
格
式
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
の
想
定
で
あ
れ
ば
、「
御
広
目
」

こ
そ
が
斉
元
の
婚
姻
を
公
式
化
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
御
内
婚
」
段
階
で
行
う
は
ず
で
あ
っ
た
献
上
行
為
も
こ
の
「
御
広
目
」
段
階
ま

で
延
期
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
「
御
広
目
」
で
も
多
く
の
儀
礼
が
省
略
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。【
表
2
】
は
「
御
広
目
」
段
階
で
新
た
に
省
略
さ

れ
た
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
家
臣
全
体
を
対
象
と
し
た
記
帳
は
行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
他
、
一
門
や
老
中
ら
を
対
象
に
し
た
献
上
・
拝
領
行
為
な
ど
は
延
期

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
こ
の
時
点
で
は
延
期
と
さ
れ
た
も
の
の
、
後
年
の
敬
親
の
婚
姻
の
際
の
調
査
で
は
、
こ
の
後
も
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
「
御
広
目
」
の
際
も
、
萩
の
家
臣
ら
に
は
記
帳
と
祝
儀
の
献
上
が
許
可
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
内
実
を
見
る
と
、
斉
元
の
婿
養
子
入
り
が
決
定
し
た
際
と

は
藩
側
の
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
も
祝
儀
金
額
が
家
格
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
先
述
の
堅
田
・
国
司
両
家
が
祝
儀
金
額
の
増

加
を
求
め
た
こ
と
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
時
の
堅
田
・
国
司
両
家
に
対
す
る
判
断
で
あ
る
。
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こ
の
時
も
、
堅
田
・
国
司
両
家
は
老
中
と
し
て
の
「
御
役
席
」
で
は
な
く
、
家
の
石
高
に
基
づ
い
た
祝
儀
を
贈
る
こ
と
を

希
望
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
藩
側
は
「
前
々
よ
り
御
家
督
其
外
御
慶
事
ニ
付
御
祝
儀
員
数
石
分
ケ
ニ
而
御
沙
汰
相
成
候
節
ハ

勿
論
、
一
統
年
始
之
通
献
上
と
御
沙
汰
相
成
候
節
も
五
千
石
以
上
之
御
祝
儀
献
上
可
相
成
事
候
処
、
御
婚
礼
ニ
付
而
ハ
前
々

よ
り
御
祝
儀
石
並
ニ
不
拘
、
階
級
御
役
席
等
之
差
別
を
以
御
沙
汰
相
成
（    
53
）
」
と
し
、
堅
田
・
国
司
両
家
の
主
張
を
認
め
ず
、「
御

役
席
」
に
基
づ
い
た
金
額
で
の
献
上
行
為
が
命
じ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、婚
姻
を
他
の
「
慶
事
」
と
同
等
と
し
て
理
解
す
る
堅
田
・

国
司
両
家
に
対
し
、
藩
側
は
婚
姻
と
は
そ
の
他
の
「
慶
事
」
と
は
同
等
で
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
政
二
年
段
階
と
は
全
く
異
な
る
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ

と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
最
大
の
特
徴
と
し
て
は
、「
慶
事
」
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
藩
側
・
家
臣
側
の
理
解
に
相
違
が
あ

る
と
い
う
点
で
指
摘
で
き
る
。
こ
の
点
は
文
政
二
年
段
階
で
も
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
家
督
相
続
や
大
名
子
女
の
婚
姻
、

大
名
及
び
世
子
の
婚
姻
と
い
っ
た
も
の
を
堅
田
・
国
司
両
家
は
区
別
し
て
捉
え
て
い
な
い
の
に
対
し
、
藩
側
は
大
名
家
の
家

督
相
続
や
後
継
者
の
決
定
と
い
っ
た
「
慶
事
」
を
婚
姻
よ
り
も
相
対
的
に
重
い
「
慶
事
」
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
財
政
窮
乏
に
よ
る
格
式
の
省
略
の
必
要
性
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
の
な
か
で
は
堅
田
家
・
国
司
家
か
ら
献
上
す
る

祝
儀
の
増
額
を
求
め
る
要
求
が
な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
藩
側
は
こ
う
し
た
要
求
を
退
け
る
に
あ
た
り
、
婚
姻
と
は
他
と
比

べ
て
相
対
的
に
軽
い
「
慶
事
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
、
斉
元
の
婚
姻
の
「
御
広
目
」
に
合
わ
せ
て
他
大
名
ら
へ
通
達
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
ま
ず
文
政
六

年
五
月
一
〇
日
に
は
、
通
達
先
の
大
名
家
に
対
し
、「
厳
重
御
省
略
中
（    
54
）
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
御
祝
物
之
儀
も
堅
御
断

押
而
被
差
越
候
而
も
御
受
納
不
被
成
（    
55
）
」
と
い
う
対
応
を
取
る
こ
と
が
詮
議
さ
れ
た
。
こ
の
点
の
み
を
見
る
と
、
他
大
名
ら

へ
向
け
た
外
向
き
の
格
式
も
家
中
に
向
け
た
内
向
き
の
格
式
と
同
様
に
縮
小
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、「
御
広
目
」

当
日
の
五
月
二
三
日
に
は
以
下
の
【
史
料
七
】
の
通
り
再
度
詮
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
七
】

 

今
度
　
　
宮
内
様
御
婚
礼
御
広
目
ニ
付
先
達
而
諸
向
江
御
知
被
仰
入
候
節
御
省
略
中
之
訳
を
以
御
祝
物
之
儀
不
一
通
厳
重

詮議項目 藩の判定 備考

① 公儀への献上・老中らへの祝儀献上 先例通り実施

② 親類大名らへの通達・記録所へ出入りの旗本への通達 先例通り実施 祝儀の交換は中止

③ 大名家族への通達 先例通り実施 現物の交換は延期し、目録の交換に限定

④ 斉元夫妻の呉服・道具類の新調 中止

⑤ 長府・徳山・清末三藩、岩国吉川家の扱い 先例通り実施 麻布御殿は手狭なため、応対は桜田御殿を使用

⑥ 一門・老中らとの献上拝領行為 延期 披露状で祝意を示すことは許可

⑦ 江戸当役らとの献上拝領行為 延期

⑧ 萩・江戸での「御悦之御帳付」 先例通り実施

⑨ 婚姻に関係した役人らに対する料理・御吸物・御酒の下賜 中止

⑩ 御付の男女への支度銀及び諸品の下賜 中止

⑪ 御用聞商人らの祝儀献上 中止

表 2　斉元の婚姻の「御広目」に関わる儀礼

※「斉元公御結納御婚礼其外一件」五巻（44 三賀 28）より筆者作成
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御
断
被
成
候
得
共
、
重
キ
御
間
柄
之
御
方
々
様
并
　
御
心
安
御
大
名
様
方
よ
り
御
内
使
者
各
別
之
御
口
上
等
を
以
御
祝
物
押
而
被
差
越
候
ハ
ヽ
、
御
返
却
も
被
相
成

間
敷
ニ
付
御
受
納
被
成
御
答
礼
之
儀
も
前
々
之
趣
を
以
相
応
被
遂
候
様
可
被
仰
付
哉
（    
56
）
、

つ
ま
り
、
表
向
き
に
は
「
堅
御
断
」
と
し
な
が
ら
も
、
当
日
に
な
り
、
祝
儀
を
贈
っ
て
き
た
他
大
名
の
使
者
を
断
る
と
い
う
行
為
は
緩
和
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
に
は
、
他
大
名
家
か
ら
の
祝
儀
の
内
訳
や
そ
れ
に
対
す
る
返
礼
の
内
容
も
記
さ
れ
て
お
り
、「
厳
重
御
省
略
」
と
い
う
方
針

が
江
戸
で
の
他
大
名
と
の
関
係
性
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
外
向
き
の
対
応
は
、
先
述
の
「
御
家
」
内
部
に
向
け
た
内
向
き
の
対
応
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
方
針
の
違
い
が
よ
り
顕
著
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
内
向
き
の

献
上
行
為
が
婚
姻
と
い
う
「
慶
事
」
の
程
度
に
基
づ
き
、
大
幅
に
省
略
さ
れ
た
の
に
対
し
、
外
向
き
の
贈
答
行
為
は
当
日
に
な
り
、
そ
の
基
準
が
見
直
さ
れ
、
緩
や
か
に

適
応
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
内
向
き
・
外
向
き
の
格
式
の
差
は
同
時
に
江
戸
と
国
元
で
あ
る
萩
の
関
係
性
に
も
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
に
お
け
る
他
大
名
家
と
の
関
係

性
な
ど
大
名
家
と
し
て
の
毛
利
家
の
体
面
に
関
わ
る
部
分
の
格
式
が
「
厳
重
御
省
略
」
の
適
用
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
内
向
き
、
具
体
的
に
は
家
臣
と
の
関
係

性
を
再
確
認
す
る
場
面
で
の
格
式
は
、
婚
姻
は
家
督
相
続
よ
り
も
軽
い
「
慶
事
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
も
と
で
、
積
極
的
に
省
略
が
実
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
、
考
察
―
「
慶
事
」
と
し
て
の
大
名
家
婚
姻
―

以
上
、
後
に
萩
藩
一
一
代
藩
主
と
な
る
斉
元
の
養
子
入
り
か
ら
婚
姻
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
ず
、
一
連
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
斉
元
が

聟
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
過
程
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
つ
目
は
斉
元
を
聟
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
幕
府
へ
願
い
出
る
場
面
で
あ
り
、

二
つ
目
は
実
際
に
斉
元
と
斉
煕
の
娘
の
美
和
姫
と
の
婚
姻
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
内
、
簡
略
化
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
の
は
二
つ
目
の
婚
姻
の
場
面
で
あ
り
、
斉
元
の
聟

養
子
入
り
が
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
際
に
は
従
来
の
「
慶
事
」
と
同
様
の
格
式
が
適
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
斉
元
の
婚
姻
を
前
倒
し
に
し
、
格
式
を
簡
略
化
す
る
過
程
で
主
導
権
を
発
揮
し
た
の
が
、
一
〇
代
藩
主
の
斉
煕
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

斉
元
の
婚
姻
に
関
わ
る
一
連
の
展
開
を
見
る
限
り
、
財
政
窮
乏
に
よ
り
格
式
を
省
略
す
る
よ
り
も
前
に
、
斉
煕
を
中
心
と
す
る
江
戸
方
の
詮
議
の
な
か
で
財
政
窮
乏
の
な
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か
に
も
関
わ
ら
ず
前
倒
し
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
方
が
よ
り
実
情
に
即
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
斉
元
の
婚
姻
が
前
倒
し
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
幕
府
と
の
関
係
性
強
化
を
希
求
す
る
動
向
が
あ
っ
た
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
保
三
郎
の
丈
夫

届
を
幕
府
へ
提
出
す
る
前
後
か
ら
、
毛
利
家
は
家
斉
子
女
と
の
婚
姻
を
企
図
し
て
い
た
。
実
際
、
同
五
年
（
一
八
二
二
）
に
幕
府
が
保
三
郎
を
家
斉
子
女
の
婿
候
補
と
し

て
い
る
と
い
う
風
説
を
耳
に
入
れ
た
際
に
は
「
御
所
帯
御
難
渋
な
か
ら
自
道
之
儀
者
万
事
い
か
様
御
省
略
被
仰
付
候
而
も
　
　
公
辺
之
御
首
尾
宜
様
被
仰
付
度
　
　
思
召

之
（    
57
）
」
と
し
、
将
軍
家
と
の
縁
組
み
が
最
優
先
事
項
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
斉
元
の
婚
姻
と
は
、
当
時
の
毛
利
家
と
い
う
「
御
家
」
を
運
営
す

る
上
で
、
優
先
順
位
の
低
い
事
柄
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
御
家
」
内
部
に
お
け
る
「
慶
事
」
と
し
て
の
度
合
い
が
江
戸
方
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
同
族
内
婚
姻
で
あ
る
斉
元
の
婚
姻
よ
り
も
、
幕
府
と
の
関
係
性
強
化
に
直
結
す
る
保
三
郎
の
縁
組
み
の
方
が
優
先
さ
れ
た
結
果
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
慶
事
」
に
差
を
設
け
る
と
い
う
見
解
は
、
必
ず
し
も
整
合
性
を
持
っ
た
論
理
で
は
な
か
っ
た
。
斉
煕
・
斉
元
・
斉
広
が
死
去
し
、
新
た
な
藩
主

と
し
て
擁
立
さ
れ
た
敬
親
と
斉
広
遺
児
の
幸
姫
と
の
婚
姻
で
は
前
掲
の
【
表
2
】
の
な
か
で
省
略
・
中
止
さ
れ
た
献
上
拝
領
儀
礼
が
再
興
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
再
興

の
理
由
と
し
て
言
及
さ
れ
た
の
が
、
敬
親
と
幸
姫
の
婚
姻
が
「
廉
有
御
大
礼
（    
58
）
」「
重
キ
慶
事
（    
59
）
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
同
族
内
婚
姻
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
敬
親
の
場
合
は
婚
姻
に
対
す
る
「
慶
事
」
の
格
差
が
撤
廃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
れ
ば
、
斉
元
の
婚
姻
と
敬
親
の
婚
姻
に
お
け

る
格
式
の
変
更
と
は
財
政
窮
乏
だ
け
で
は
な
く
、「
慶
事
」
を
「
御
家
」
全
体
で
ど
の
よ
う
に
共
有
し
て
い
く
か
と
い
う
「
御
家
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
「
御
家
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
成
果
を
、
近
世
後
期
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
註

（
1
）　
高
野
信
治
「
大
名
と
藩
」（『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
』
第
11
巻
、
岩
波
書
店
　
二
〇
一
四
年
）

（
2
）　
大
友
一
雄
『
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
』（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
九
年
）

（
3
）　 

渡
辺
浩
「『
御
威
光
』
と
象
徴
―
徳
川
政
治
体
制
の
一
側
面
―
」（『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
増
補
新
装
版
　
東
京
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
六
年
）
※
初
版
は

一
九
九
七
年

（
4
）　
大
森
映
子
「
萩
毛
利
家
の
相
続
事
情
―
養
子
相
続
と
公
的
年
齢
―
」（『
湘
南
国
際
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
九
号
　
二
〇
〇
二
年
）
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（
5
）　
拙
著
『
近
世
大
名
家
に
お
け
る
「
家
」
と
「
御
家
」
―
萩
毛
利
家
と
一
門
家
臣
―
』（
清
文
堂
出
版
　
二
〇
一
八
年
）

（
6
）（
7
）　
田
中
誠
二
『
萩
藩
財
政
史
の
研
究
』（
塙
書
房
　
二
〇
一
三
年
）

（
8
）　
石
川
敦
彦
「
毛
利
大
蔵
失
脚
事
件
に
つ
い
て
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
一
〇
八
号
　
二
〇
一
二
年
）

（
9
）　
伊
藤
昭
弘
『
藩
財
政
再
考
―
藩
財
政
・
領
外
銀
主
・
地
域
経
済
』（
清
文
堂
出
版
　
二
〇
一
四
年
）

（
10
）　
前
掲
大
森
氏
（
4
）

（
11
）　「
弾
正
様
御
仮
養
子
事
」（
3
公
統
97
）
山
口
県
文
書
館
所
蔵
毛
利
家
文
庫
※
以
下
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
原
史
料
は
同
館
所
蔵
で
あ
る
。

（
12
）　 

田
中
誠
二
「
萩
藩
の
本
・
支
藩
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
六
一
号
　
一
九
八
九
年
）・
同
「
毛
利
秀
元
論
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
六
二
号
　

一
九
九
〇
年
）

（
13
）　
拙
稿
「
萩
藩
主
毛
利
重
就
の
「
御
家
」
認
識
」（『
日
本
歴
史
』
八
三
七
号
　
二
〇
一
八
年
）

（
14
）
〜
（
22
）　「
弾
正
様
御
仮
養
子
事
」（
3
公
統
97
）

（
23
）　「
斉
元
公
御
聟
養
子
御
張
出
一
件
記
録
」
一
巻
（
46
吉
凶
161
）

（
24
）（
25
）　「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
二
巻
（
46
吉
凶
160
）

（
26
）　
前
掲
大
森
氏
（
4
）

（
27
）　「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
二
巻
（
46
吉
凶
160
）

（
28
）　
森
下
徹
『
武
士
と
い
う
身
分
―
城
下
町
萩
の
大
名
家
臣
団
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
一
二
年
）

（
29
）（
30
）　「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
二
巻
（
46
吉
凶
160
）

（
31
）
〜
（
34
）　「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
三
巻
（
46
吉
凶
160
）

（
35
）　
大
森
映
子
「
大
名
相
続
に
お
け
る
女
性
」（『
歴
史
評
論
』
七
四
七
号
　
二
〇
一
二
年
）

（
36
）　
岡
田
悟
「
毛
利
藩
に
お
け
る
萩
、
山
口
の
御
客
屋
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
五
一
六
号
　
一
九
九
九
年
）

（
37
）
〜
（
40
）　「
弾
正
様
斉
元
公
御
聟
養
子
一
件
」
三
巻
（
46
吉
凶
160
）

（
41
）
〜
（
45
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
一
巻
（
44
三
賀
28
）
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（
46
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
二
巻
（
44
三
賀
28
）

（
47
）
〜 
（
51
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
一
巻
（
44
三
賀
28
）

（
52
）　「
保
三
郎
様
御
丈
夫
届
御
順
養
子
御
願
一
巻
」
一
巻
（
46
吉
凶
170
）

（
53
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
一
巻
（
44
三
賀
28
）

（
54
） （
55
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
三
巻
（
44
三
賀
28
）

（
56
）　「
斉
元
公
御
結
納
御
婚
礼
其
外
一
件
」
五
巻
（
44
三
賀
28
）

（
57
）　「
保
三
郎
様
御
丈
夫
届
御
順
養
子
御
願
一
巻
」
一
巻
（
46
吉
凶
170
）

（
58
）　「
慶
親
公
御
結
納
御
婚
礼
一
巻
」
二
巻
（
4
忠
正
公
31
）

（
59
）　「
慶
親
公
御
結
納
御
婚
礼
記
録
」
二
巻
（
4
忠
正
公
32
）

本
稿
の
執
筆
に
関
わ
る
史
料
の
閲
覧
に
際
し
、
史
料
の
所
蔵
先
で
あ
る
山
口
県
文
書
館
に
ご
高
配
を
賜
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
示
し
た
い
。


