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元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
十
一
月
二
十
六
日
の
夜
四

ツ
（
午
後
十
時
）
過
ぎ
。
秋
田
藩
の
相
手
番
を
勤
め
る

岡
本
元
朝
は
今
ま
で
い
た
客
も
帰
り
、
明
日
藩
主
に
献

上
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
餅
の
箱
を
確
認
し
て
み
る

と
、
な
ぜ
か
箱
が
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

ど
う
し
た
こ
と
か
尋
ね
る
と
、
あ
る
家
来
は
届
い
た
箱

が
餅
に
比
べ
て
大
き
か
っ
た
の
で
、
返
し
て
作
り
直
さ

せ
た
と
言
う
の
で
す
。

岡
本
元
朝
は
再
び
問
い
ま
す
。
餅
に
は
大
き
さ
が
あ

り
、
箱
に
応
じ
た
大
き
さ
が
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
に
は

ず
れ
て
い
た
の
か
と
。
す
る
と
そ
の
家
臣
は
、
大
き
さ

は
計
ら
な
か
っ
た
と
答
え
ま
し
た
。

こ
こ
で
岡
本
元
朝
は
激
怒
し
ま
す
。
何
を
も
っ
て
大

き
い
と
す
る
の
か
、
餅
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
る
の
は
箱

不
足
、
箱
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
る
の
は
餅
不
足
と
考
え

る
べ
し
。
つ
ま
り
は
箱
が
大
き
い
と
し
て
も
、
餅
が
小

さ
け
れ
ば
、
餅
を
大
き
く
す
る
だ
け
だ
と
言
い
た
い
の

だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
岡
本
元
朝
は
言
い
ま
す
。
私

は
献
上
物
を
大
事
と
考
え
る
。
私
の
指
図
を
受
け
な
い

で
、
勝
手
な
こ
と
を
す
る
と
は
、
私
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
怒
る
の
で
す
。
そ
し
て
岡

本
元
朝
は
今
夜
の
う
ち
に
、
も
と
の
大
き
さ
に
箱
を
改

献
上
物
に
見
る
元
朝
の
心

～
「
岡
本
元
朝
日
記
」
か
ら
～

め
る
べ
し
と
命
令
す
る
の
で
す
。
箱
が
で
き
る
ま
で
、

岡
本
元
朝
も
一
夜
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
暁
の
七

ツ
（
午
前
四
時
）
過
ぎ
、
箱
が
で
き
あ
が
り
、
さ
ら
に

餅
を
積
ま
せ
、
や
っ
と
岡
本
元
朝
の
了
承
を
受
け
ま
し

た
。
最
後
に
、
箱
ふ
た
へ
の
書
き
付
け
を
中
村
光
得
に

頼
み
、
す
べ
て
準
備
が
で
き
あ
が
っ
た
と
き
に
は
、
夜

明
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

翌
二
十
七
日
、
岡
本
元
朝
は
添
川
へ
使
者
を
立
て
、

餅
一
箱
を
無
事
に
献
上
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
終

わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昨
夜
の
怒
り

が
収
ま
ら
な
い
岡
本
元
朝
は
、
献
上
に
あ
た
っ
て
不
行

き
届
き
が
あ
っ
た
家
臣
に
改
易
を
申
し
渡
し
ま
す
。
結

局
二
日
後
、
渋
江
光
重
の
訴
え
に
よ
り
、
そ
の
家
臣
は

許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
岡
本
元
朝
は
怒
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
家
臣
が
主
人
の
指
図
を
聞
か
ず
、
勝
手
な

こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
「
献
上

物
我
大
事
ト
ス
」
と
い
う
言
葉
に
、
何
か
し
ら
の
意
味

が
あ
り
そ
う
で
す
。
こ
の
言
葉
に
は
、
「
餅
と
い
う
献

上
物
で
あ
っ
て
も
、
私
は
こ
れ
だ
け
御
屋
形
様
（
藩
主
）

の
こ
と
を
大
事
に
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
っ
た
岡
本
元

朝
の
心
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
岡
本
元
朝
日

記
三
」
（
資
料
番
号
七
―
三
八
○
―
三
）
で
す
。
岡
本

元
朝
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
八
月
に
秋
田
藩
の
相
手
番
に

任
じ
ら
れ
、
同
十
年
八
月
に
は
文
書
改
奉
行
に
任
じ
ら

れ
、
前
年
か
ら
始
ま
っ
た
秋
田
藩
の
修
史
事
業
に
携
わ

り
ま
す
。
同
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
か
ら
は
家
老
に
任

じ
ら
れ
ま
す
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
二
月
に
没
し

て
い
ま
す
。
日
記
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
正
月
か

ら
正
徳
二
年
ま
で
十
八
年
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い

ま
す
。

今
年
度
は
「
岡
本
元
朝
日
記
」
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
、

全
八
巻
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
日
記
が
書
か
れ

て
い
る
江
戸
中
期
に
お
け
る
秋
田
藩
の
藩
政
を
書
き
残

し
た
史
料
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

【
柏
倉
良
明
】

「岡本元朝日記」第一巻は、今月末に刊行予定。
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３
月
５
日
（
木
）
か
ら
、
県
立
博
物
館
・
県
立
図
書
館
の
連
携
展
示
「
ゴ
本
！
と
い
え
ば
く
す
り
展
」

ホ

ン

を
、
２
階
特
別
展
示
室
で
開
催
中
で
す
。
こ
ち
ら
で
は
「
岡
本
元
朝
日
記
」
第
一
巻
に
登
場
す
る
記
述

も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
文
書
館
ご
利
用
の
際
は
、
ぜ
ひ
展
示
室
に
も
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
！
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い
つ
だ
っ
た
か
、
“
世
界
一
聞
き
た
い
授
業
”
と
か

い
う
番
組
に
、
コ
ス
プ
レ
を
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
す
る

河
合
某
と
い
う
日
本
史
の
現
役
教
師
が
出
て
き
て
、
｢
江

戸
時
代
、
誰
で
も
武
士
に
な
れ
た
ん
で
す
｣
と
解
説
し

て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
授
業
を
う
け
て
い
た
出

演
者
は
一
様
に
｢
え
～
！
｣
と
驚
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ

う
い
う
極
論
は
困
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
江
戸
時
代
に

は
、
豪
農
や
豪
商
が
藩
に
大
金
を
献
納
し
て
苗
字
・
帯

刀
な
ど
武
士
に
付
帯
す
る
事
項
を
許
可
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が(

こ
れ
を
金
納
郷
士
、
秋
田
で
は
あ
る

時
期
「
新
家
」
と
い
い
ま
し
た)

、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

武
士
身
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
、
法
令
な
ど
で
そ
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る

内
容
の
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
を
よ
く
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
秋
田
藩
の
「
町
触
控
」
に
は
、
文
政
八

(

一
八
二
五)

年
の
も
の
と
し
て
、
「
御
近
代
よ
り
格
合

御
取
立
又
は
百
姓
・
町
人
武
士
に
被
召
立
候
を
新
家
と

唱
候
事
」
と
い
う
「
覚
」
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
長

い
史
料
な
の
で
、
要
点
の
み
以
下
に
引
用
し
て
み
ま
す
。

一
献
上
物
に
て
武
士
に
被
召
立
候
輩
、
向
後
新
家
と

唱
へ
、
禄
並
に
か
ゝ
は
ら
す
旧
家
之
次
席
た
る
へ

く
候
（
下
略
）

（
一
条
）

（
一
ヶ
条
略
）

一
三
代
引
継
御
副
役
以
上
之
役
儀
相
勤
候
に
お
ゐ
て

は
、
四
代
目
よ
り
旧
家
之
列
へ
被
相
加
候
事

（
三
条
）

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

史
料
の
ウ
ラ
を
と
る
、
ウ
ラ
を
よ
む

一
献
上
物
等
に
て
給
人
又
は
近
進
並
に
被
召
立
候
輩

は
、
禄
並
に
か
ゝ
は
ら
す
古
来
よ
り
之
給
人
近
進

並
之
次
席
た
る
へ
く
候
、
三
代
引
継
定
役
二
十
年

以
上
相
勤
候
に
お
ゐ
て
は
、
四
代
目
よ
り
新
旧
差

別
な
く
禄
並
順
席
た
る
へ
き
事

（
四
条
）

さ
て
、
こ
れ
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
農

民
や
町
人
を
武
士
に
取
り
た
て
る
政
策
を
進
め
た
も
の

の
よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
武
士
を
｢
旧

家
｣
と
｢
新
家
｣
に
分
け
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
通
常
、
本
来
の
武
士
を
「
旧
家
」
な

ど
と
、
と
り
た
て
て
称
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

こ
れ
は
｢
新
家
｣
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
語
句
で
す
。三
条
で
は
、
三
代
引
続
い
て
｢
副
役(

そ

え
や
く)

｣
を
勤
め
た
場
合
、
四
代
目
か
ら
｢
旧
家
｣
に
列

す
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
副
役
は
、
勘
定
奉
行
や
評
定

奉
行
な
ど
の
補
佐
役
で
あ
り
、
将
来
的
に
は
奉
行
に
昇

進
す
る
ポ
ス
ト
で
し
た
。
そ
れ
に
任
用
さ
れ
た
者
の
多

く
は
学
館
の
教
育
を
受
け
た
下
級
能
吏
で
あ
り
、
新
家

が
こ
の
役
職
に
つ
い
た
と
い
う
事
実
は
あ
り
ま
せ
ん
。

四
条
で
は
三
代
続
い
て
定
役
を
二
十
年
勤
め
た
ら
、

四
代
目
か
ら
「
旧
家
」
に
列
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ

の
「
二
十
年
」
が
「
三
代
」
全
体
に
か
か
る
の
か
、
そ

れ
ぞ
れ
の
代
に
か
か
る
の
か
が
ま
ず
問
題
で
す
。
後
者

だ
と
す
れ
ば
三
代
で
六
十
年
、
一
八
八
五
年
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
す
で
に
時
代
は
明

治
、
幕
藩
体
制
は
か
げ
も
か
た
ち
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
場
合
に
相
当
す
る
事
実
は
あ

り
え
ま
せ
ん
。
前
者
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
四
代

続
い
て
男
子
、
し
か
も
相
応
の
年
齢
に
達
し
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と

い
え
ま
す
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
ケ
ー
ス

で
「
旧
家
」
と
な
っ
た
事
実
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
こ

う
な
る
と
、
藩
に
は
本
当
に
、
「
新
家
」
を
「
旧
家
」

に
取
り
た
て
る
意
思
が
あ
っ
た
の
か
さ
え
疑
わ
し
く
な

り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
藩
は
こ
の
よ
う
な
法
令

を
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
各
条
文
の
ウ
ラ
が
と
れ
な

い
以
上
、
こ
の
史
料
を
も
っ
て
「
四
代
勤
め
れ
ば
、
旧

家
に
列
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
本
意
＝
ウ
ラ
を
よ
み
と
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
職
務
へ
の

励
行
を
促
し
、
あ
わ
よ
く
ば
、
「
新
家
」
本
来
の

能
“

力
”
で
あ
る
経
済
力
を
藩
の
財
政
に
も
っ
と
利
用
し
よ

う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
新
家
」

が
本
来
の
武
士
身
分
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
こ
と
で
、
「
新
家
」
に
は
彼
ら
本
来
の
身
分
を

自
覚
さ
せ
、
武
家
本
来
の
威
信
を
再
確
認
す
る
た
め
（
あ

る
い
は
さ
せ
る
た
め
）
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
で

す
。
農
民
や
町
人
を
そ
の
献
上
金
を
も
っ
て
「
新
家
」

に
と
り
た
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
で
い
う
「
売
官
」

の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
藩
の
財
政
難
と
い
う
問
題
が

こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
い
る
の
で
す
が
、
藩
の
窮

状
を
知
ら
な
い
、
家
格
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
る
お
気
楽

な
門
閥
層
に
は
、
こ
う
し
た
藩
の
や
り
か
た
を
よ
し
と

し
な
い
風
潮
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況

へ
の
対
応
と
し
て
こ
の
法
令
は
出
さ
れ
た
の
だ
と
解
釈

も
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
史
料
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
を
そ
の
ま
ま
“
説
”
に
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
う

さ
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
学
術
的
な
論
争
も
お
こ
る
の
で
す
。
歴
史
的
な
事

項
を
正
し
く
解
説
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

の
で
す
。

【
金
森
正
也
】
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