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◆◆
清
水
村

瀧
井
家
の
あ
っ
た
伊
都
郡
清
水
村（
橋
本
市
）

は
、「
高
野
街
道
に
て
家
居
宜
し
く
町
を
な
し

て
二
百
軒
許ば
か
り

一
所
に
連
な
れ
り
」（『
紀
伊
続
風

土
記
』）と
あ
る
よ
う
に
、
高
野
七
口
の
ひ
と
つ
、

不
動
坂
口
に
つ
な
が
り
、
紀
ノ
川
北
岸
の
東と
う

家げ

・
寺
脇
と
を
結
ぶ
無
料
の
渡
し
船
（
横
渡
し
）

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
高
野
山
へ
の
参
詣
道
と

し
て
栄
え
て
い
ま
し
た（
図
１
）。
ま
た
、
清
水

村
に
は
近
隣
の
十
ヶ
村
を
統
治
し
た
大
庄
屋
の

萱か
や

野の

家
が
お
か
れ
、
政
治
・
経
済
の
要
衝
地
で

し
た
。

◆◆
瀧
井
家
の
代
々

瀧
井
彦
右
衛
門
貞
明
は
、
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇
〇
）、
興こ
う

山ざ
ん

寺じ（
高
野
山
行ぎ
ょ
う

人に
ん

方
）よ
り

苗
字
帯
刀
が
許
さ
れ
、
以
後
地じ

士し

の
格
式
を
も

つ
家
と
な
り
、
当
主
は
代
々
彦
右
衛
門
を
名
乗

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
地
士
と
は
農
民
身
分

で
あ
り
な
が
ら
、
武
士
並
の
格
式
を
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。
一
家
を
興
し
た
貞
明
が
没
す
る

と
、
あ
と
を
継
い
だ
の
が
小
膳
で
し
た
。

天
保
十
年（
一
八
三
九
）に
成
立
し
た『
紀
伊

続
風
土
記
』に
も
、
地
士
と
し
て
瀧
井
勇
次
郎

（
隠
居
後
治
郎
左
衛
門
）の
名
が
見
え
、
そ
の
後

彦
右
衛
門
（
幼
名
鶴
松
）と
続
き
、
安
政
元
年

（
一
八
六
〇
）ま
で
に
文
次
郎
が
当
主
と
な
っ
て
、

明
治
維
新
を
迎
え
ま
し
た
。

文
次
郎
は
慈
尊
院
村
の
田
村
又
兵
衛
の
娘
ち

か
と
結
婚
し
、
安
政
四
年（
一
八
五
七
）に
長
一

郎（
写
真
１
、
は
じ
め
新
二
郎
）が
誕
生
し
て
い

ま
す
。

瀧
井
家
で
は
、「
種
屋
」と
い
う
屋
号
で
何
ら

か
の
商
売
を
営
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、
残
念

な
が
ら
資
料
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。
貸
借
証
文
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

商
売
の
他
に
金
銭
を
貸
し
た
利
息
収
入
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

◆◆
地
士
瀧
井
家
の
誕
生

写
真
２
は
高
野
山
の
塔た
っ

頭ち
ゅ
う

で
あ
っ
た
明み
ょ
う

星じ
ょ
う

院い
ん

か
ら
、
瀧
井
彦
右
衛
門（
貞
明
）と
同
じ
く
清
水

村
の
地
士
で
あ
っ
た
横よ
こ

谷や

藤
七
に
宛
て
た
書
状

（
年
不
詳
、
瀧
井
家
文
書
資
料
番
号
211
、
以
下

同
）で
す
。
そ
の
な
か
で
貞
明
は「
世
間
金
出
し

地
士
ニ
御お

取と
り

立た
て

ニ
相あ
い

成な
り

候そ
う
ろ
う

而て

は
却か
え

而っ
て

不ふ

外が
い

聞ぶ
ん

」、

「
世
間
か
ら『
金
を
出
し
て
地
士
に
取
り
立
て
に

な
っ
た
』と
い
わ
れ
て
は
、
か
え
っ
て
外
聞
が

悪
く
面
目
も
立
た
な
い
」、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
彦
右
衛
門
は
地
士
と

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
書
状
を
読
み
進
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

◆◆
五
十
両
で
地
士
に

書
状
に
は
「
彦
右
衛
門
・
藤
七
両
人
先せ
ん

達だ
っ

而て

地
士
被お
お
せ
つ
け
ら
れ

仰
付
候そ
う
ろ
う

節
五
十
両
上じ
ょ
う

金き
ん

之の

儀ぎ

」、
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
彦
右
衛
門
と
藤
七
が
地
士
に
仰

せ
付
け
ら
れ
た
と
き
に
五
十
両
の
上
金
、
つ
ま

り
献
金
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
江
戸
表
屋
敷

無よ
ん
ど
こ
ろ
な
く拠
大だ
い

分ぶ
ん

及た
い
は（
に
）お
よ
び

大
破
普
請
所
数
々
有こ
れ

之あ
り

、
其そ
の

上う
え

今
般
在ざ
い

番ば
ん

所し
ょ

地
面
新あ
ら
た

ニ
致し
ゅ
っ
た
い
い
た
し

出
来
候そ
う
ろ
う

ニ
付
、
三
・

四
百
両
余
り
金き
ん

子す

入に
ゅ
う

用よ
う

」と
し
て
、
江
戸
表
屋

敷
の
普
請
と
在
番
所
の
土
地
を
新
規
に
取
得
す

る
た
め
に
三
・
四
百
両
の
金
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
瀧
井
・
横
谷
よ
り

五
十
両
ツづ

つヽ

為あ
げ

上さ
せ

可し
か
る

然べ
し

」と
、
瀧
井
と
横
谷
の
二
人
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
五
十
両
を
献
金
さ
せ
る
よ
う
、
明
星
院
へ
伝

え
ら
れ
た
の
で
す
。

瀧
井
と
横
谷
の
両
人
は
、
地
士
を
仰
せ
付
け

ら
れ
た
と
き
に
五
十
両
を
納
め
て
い
る
の
に
、

ま
た
五
十
両
の
献
金
を
要
求
さ
れ
て
お
り
、
し

か
も
「
今
さ
ら
否い
な

哉や

之の

筈は
ず

難で
き
が
た
き

出
来
趣お
も
む
き

ニ
此
一
件

成な
り

行ゆ
き

有こ
れ

之あ
り

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ

」、
今
さ
ら
拒
否
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
状
況
へ
と
こ
の
一
件
の
成
行
き
は

あ
っ
て
、
明
星
院
も
「
此こ
の

義ぎ

先ま
ず

流な
が
れ

ニ
相あ
い

成な
り

有こ
れ

之あ
り

候そ
う
ろ
う

」こ
の
件
は
ま
ず
献
金
す
る
流
れ
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
言
い
換
え
る
と
献
金

を
免
れ
な
い
、
と
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。け

れ
ど
も
「
元
来
両
人
共
好
ミ
申も
う
し

候そ
う
ろ
う

筋
ニ
而て

は
且か
つ
て而
無こ
れ

之な
く

」も
と
も
と
両
人
と
も
好
ん
で
し

た
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
、
と
明
星
院

は
代
弁
し
て
い
ま
す
。

◆◆
人
間
の
つ
ら
か
ぶ
り

気
の
進
ま
な
い
地
士
へ
の
取
立
や
献
金
が
お

こ
な
わ
れ
た
理
由
は
、
興
山
寺
側
か
ら
の
「
御

す
ゝ
め
」が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。「
御
す
ゝ
め
」

と
聞
け
ば
、
推
薦
さ
れ
た
の
だ
か
ら
瀧
井
家
に

と
っ
て
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
の
話
の「
流
」に

即
し
て
考
え
る
と
、「
御
す
ゝ
め
」と
は
つ
ま
り
、
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強
要
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

伝
達
を
す
る
明
星
院
は
、
興
山
寺
側
の
内
実

を
把
握
し
て
い
た
た
め
、
本
来
漏
ら
し
て
は
い

け
な
い
事
情
を
暴
露
し
ま
す
。
そ
の
内
容
は

「
増
井
之の

時
三
十
両
出
し
帯
刀
願
候そ
う
ろ
う

義ぎ

如い
か
が何
と

両
人
共
内
証
ニ
而て

は
わ（
笑
）ら
ひ
申も
う
し

」、
増
井
が
帯

刀
を
願
っ
た
と
き
は
三
十
両
も
出
し
た
の
に
、

五
十
両
も
出
す
と
は
何
と
し
た
こ
と
だ
、
と
瀧

井
と
横
谷
の
両
人
を
、
僧
侶
達
は
内
輪
で
笑
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
増
井
と
い
う
の
は

同
じ
く
清
水
村
の
地
士
で
し
た（『
紀
伊
続
風
土

記
』）。

興
山
寺
側
の
立
場
で
あ
る
は
ず
の
明
星
院

で
す
が
、「
殊こ
と

ニ
五
十
両
も
差
上
願
候そ
う
ろ
う

義ぎ

、
人

間
之の

つ
ら
か
ふ
り
可な
る
べ
く
や

成
哉
」、
す
で
に
五
十
両

差
上
げ
さ
せ
て
い
る
の
に
ま
た
献
金
さ
せ
る
の

は
、
人
間
の
つ
ら
を
か
ぶ
っ
た
亡
者
で
は
な
い

か
、
と
宗
教
家
で
あ
り
な
が
ら
金
を
巻
き
上
げ

喜
ぶ
僧
侶
ら
を
激
し
く
非
難
し
、
献
金
を
促
し

て
も「
両
人
共
不ふ

得と
く

心し
ん

」、
そ
れ
で
は
両
人
と
も

得
心
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
し
ま
し
た
。

瀧
井
・
横
谷
の
楯
と
な
っ
て
孤
軍
奮
闘
し
て

い
た
明
星
院
で
し
た
が
、
や
は
り
興
山
寺
側
の

「
御
す
ゝ
め
」を「
一
応
本
人
ニ
駆か
け

合あ
い

」せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
と
い
う

訳
で
す
。
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
伝
え
た
明
星
院

は「
扨さ
て

々さ
て

面
倒
成な
る

義ぎ

毎
々
被も
う
し
で
ら
れ

申
出
腹
立
」、
面
倒

な
こ
と
を
い
つ
も
言
わ
れ
て
腹
が
立
つ
、
と
感

情
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
ま
す
。

貞
明
が
、「
世
間
か
ら『
金
を
出
し
て
地
士
に

取
り
立
て
に
な
っ
た
』と
い
わ
れ
て
は
、か
え
っ

て
外
聞
が
悪
い
」、
と
言
っ
た
の
は
、
人
々
か

ら
不
興
を
買
っ
て
ま
で
、
地
士
に
取
り
立
て
ら

れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
で
し
た
が
、
興
山
寺

側
か
ら
の「
御
す
ゝ
め
」を
断
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

◆◆
在
番
所
へ
の
寄
付

さ
き
ほ
ど
の
書
状
の
中
で
問
題
と
な
っ
た
在

番
所
へ
の
寄
付
の
件
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

「
諸
方
寄
附
物
控
」（
43
）は
貞
明
が
寺
社
な
ど

に
寄
付
し
た
金
額
と
内
容
を
記
し
た
も
の
で
、

そ
の
な
か
に
、
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）興
山
寺

が
江
戸
白
金
に
構
え
て
い
た
在
番
所
の
向
い
、

町
の
土
地
二
ヵ
所（
写
真
３
）を
購
入
す
る
た
め

の
代
金
の
う
ち
五
十
両
を
寄
付
し
、
褒
美
と
し

て
感
状
が
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

お
り
、
文
書
群
中
に
は
そ
の
感
状
も
残
っ
て
い

ま
す（
写
真
４
）。

結
局
の
と
こ
ろ
、
瀧
井
家
は
江
戸
在
番
所
の

た
め
に
寄
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
の
書
状
が
地
士
に
な
っ
た

翌
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
寄

付
金
を
支
払
っ
た
の
は
四
年
後
に
な
り
ま
す
。

粘
り
強
く
交
渉
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
興
山
寺

側
か
ら
の「
御
す
ゝ
め
」を
つ
い
に
断
り
き
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

在
番
所
と
は
、
江
戸
白
金
に
あ
っ
た
高こ
う

野や

寺て
ら

（
東
京
都
港
区
白
金
）の
境
内
の
一
角
に
設
け
ら

れ
て
い
た
も
の
で
、
幕
府
の
寺
社
奉
行
の
支
配

下
に
あ
っ
た
興
山
寺
が
、
寺
社
奉
行
の
い
る
江

戸
と
和
歌
山
と
の
連
絡
を
お
こ
な
う
拠
点
と
し

て
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
も
存
続
し
て
い
ま

し
た
が
、
大
正
九
年（
一
九
二
〇
）に
区
画
整
理

の
た
め
杉
並
区
へ
移
転
し
、
御
府
内
八
十
八
ヵ

所
霊
場
の
打
留
札
所
、
遍
照
山
文
殊
院
と
し
て

現
在
も
崇
敬
を
集
め
て
い
ま
す
。

◆◆
地
士
の
仕
事

こ
う
し
て
地
士
と
な
っ
た
瀧
井
家
は
、
大
庄

屋
の
萱
野
孫
四
郎
の
代
役
を
仰
せ
つ
か
る
な
ど
、

重
要
な
役
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

文
久
三
年（
一
八
六
三
）の
天
誅
組
の
乱
で
は
、

文
次
郎
が
小
崎
峠
の
陣
所
詰
や
派
遣
さ
れ
て
き

た
大
名
ら
の
使
い
を
見
送
る
な
ど
し
た
よ
う
で

す
が
、
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
詳
し
い
こ

と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
格
式
は
武
士
並
と

し
て
も
、
こ
れ
ま
で
農
民
や
商
人
と
し
て
生
活

し
て
き
た
瀧
井
家
が
、
初
め
て
武
士
ら
し
い
活

動
を
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

文
次
郎
は
続
い
て
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）制せ
い

道ど
う

方か
た

役
人
、
明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
は
胡う

乱ろ
ん

改あ
ら
た
め

と
な
り
ま
し
た
。
警
察
業
務
や
争
論
の
仲

介
に
あ
た
っ
た
制
道
方
と
胡
乱
改
は
名
称
が
違

う
だ
け
で
同
じ
職
掌
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

萱
野
家
文
書
に
は
、
慶
応
三
年
十
二
月
十
八

日
付
で
、
地
士
の
相
賀
五
左
衛
門
が
退
役
を

願
っ
て
聞
届
け
ら
れ
、
瀧
井
彦
右
衛
門
を
制
道

方
役
人
に
仰
せ
付
け
る
旨
の
達
が
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
が（
写
真
５
）、
文
書
群
の
中
に
は
そ
れ

よ
り
も
早
く
同
年
三
月
に
制
道
方
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
興
山
寺
へ
の
届

け
出
が
遅
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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写真３―１　「江戸切絵図」
うち目黒白金辺図　通りを挟
んだ向い、灰色の部分が町地

写真５　「御触達留記」慶応 3 年（1867）
当館寄託萱野家文書、翻刻は『和歌山県史』近世史料
四 561頁に掲載

写真３－１・－２とも国立国会図書館ウェブサイトより
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◆◆
高
野
隊

本
誌
36
号
で
紹
介
し
た
行
人
領
地
士
ら
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
北
越
方
面
の
戊
辰
戦
争
に

従
軍
し
た
の
が
高こ
う

野や

隊た
い

で
す
。
瀧
井
家
か
ら
は

長
一
郎
が
加
わ
り
ま
し
た
。
高
野
隊
の
隊
長
は

制
道
方
役
人
で
あ
っ
た
相
賀
五
左
衛
門（
久
茂
）

で
す
。

入
隊
の
日
付
な
ど
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
仁
和
寺
宮
（
の
ち
の

小
松
宮
彰
仁
親
王
）の
守
衛
を
つ
と
め
た
こ
と

に
よ
り
、
米
四
斗
が
興
山
寺
か
ら
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
北
越
で
戦
闘
に
遭
遇
し
た
隊
員
に
つ

い
て
は
、
三
人
扶
持
の
五
石
四
斗
が
給
さ
れ
ま

し
た
。

禄
が
少
な
い
理
由
は
、
そ
も
そ
も
長
一
郎
は

安
政
四
年
生
ま
れ
で
、
明
治
元
年（
一
八
六
八
）と

い
え
ば
数
え
年
で
も
ま
だ
十
二
歳
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
後
方
支
援
的
な
役
割
に
と
ど
ま
っ
た
た

め
で
し
ょ
う
。
明
治
二
年
の
十
津
川
郷
士
に
よ

る
騒
動
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

戊
辰
戦
争
の
終
結
後
、
高
野
隊
は
兵
部
省
に

所
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
長
一
郎
は

早
く
も
庚
午（
明
治
三
年
、
一
八
七
〇
）十
二
月

に
除
隊
を
申
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（
写
真
６
）。

瀧
井
家
と
同
じ
く
行
人
領
神こ
う

野の

組ぐ
み

福
田
村

（
紀
美
野
町
）の
地
士
で
あ
っ
た
岡
本
家
の
文
書

に
は
、「
家
督
を
継
ぐ
」と
い
う
理
由
と
県
の
添

書
き
、
こ
の
二
つ
が
揃
わ
な
け
れ
ば
除
隊
が

聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
切
々
と
訴
え
る
書

状
が
あ
り
ま
す
（
当
館
寄
託
岡
本
家
文
書
サ
―

2
6
0
、
サ
―
2
7
3
）。

「
御
役
所
触　

村
方
所
持
控
」（『
橋
本
市
史
』

近
世
史
料
Ⅱ
）に
よ
る
と
明
治
三
年
八
月
、
当

時
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
彦
右
衛
門（
文
次
郎
）に

代
わ
っ
て
、
年
寄
の
新
兵
衛
が
庄
屋
代
と
し
て

署
名
捺
印
し
て
お
り
、
文
次
郎
が
庄
屋
と
し
て

の
役
割
を
果
た
せ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
長
一
郎
の
高
野
隊
か
ら
の
復
籍
は
、
父
文

次
郎
に
代
わ
っ
て「
家
督
を
継
ぐ
」た
め
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

長
一
郎
は
お
そ
ら
く
戦
地
を
体
験
す
る
こ
と

の
な
い
ま
ま
高
野
隊
の
活
動
を
終
え
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
高
野
隊
の
な
か
に
は
、
実
戦
に

立
っ
た
人
や
、
調
練
に
参
加
し
た
人
、
そ
の
ほ

か
色
々
な
か
た
ち
で
関
わ
っ
た
人
々
が
い
ま
し

た
。
な
か
で
も
、
調
練
以
上
の
活
動
に
従
っ
た

人
々
が
中
心
と
な
っ
て
、
以
後
明
治
三
十
年
頃

（
一
八
九
七
）ま
で
続
け
ら
れ
る
士
族
へ
の
加
入

や
賞
典
を
求
め
る
請
願
運
動
を
展
開
し
、
長
一

郎
も
そ
れ
に
加
わ
り
ま
し
た
。

◆◆
明
治
期
の
役
職

話
は
少
し
遡
っ
て
、
明
治
三
年
四
月
に
彦
右

衛
門（
文
次
郎
）が
庄
屋
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た

文
書（
30
）が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
文
書
は
正

本
を
写
し
た
も
の
で
、
差
出
人
の
記
載
が
あ
り

ま
せ
ん
。

「
御
役
所
触　

村
方
所
持
控
」に
、
翌
五
月
付

で「
清
水
村
庄
屋
彦
右
衛
門
」と
署
名
捺
印
し
て

い
る
文
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
宛
先
が
九

度
山
村
に
あ
っ
た
堺
県
の
出
張
所
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
明
治
三
年
四
月
頃
と
い
え
ば
、
清
水

を
は
じ
め
江
戸
時
代
に
高
野
寺
領
で
あ
っ
た
地

域
は
、
堺
県
の
所
管
か
ら
五
條
県
へ
移
管
さ
れ

る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

本
来
な
ら
ば
、
五
條
県
へ
差
し
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
の
文
書
を
堺
県
へ
提
出
し
て

い
る
の
は
、
五
條
県
へ
の
支
配
替
え（
引
継
）が

ま
だ
済
ん
で
い
な
か
っ
た
か
、
移
管
が
十
分
に

周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
文
次
郎
へ
庄
屋
役
を
命
じ
た
四
月
付
の

文
書
に
、
差
出
人
が
書
写
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

と
何
か
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
次
郎
は
そ
の
後
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）

に
清
水
村
戸
長
、
同
十
四
年
頃（
一
八
八
一
）か

ら
は
学
務
委
員
を
つ
と
め
て
い
ま
す
。
同
十
六

年（
一
八
八
三
）頃
に
は
、
二
十
代
後
半
と
な
っ

て
い
た
長
一
郎
も
役
場
筆
生
と
し
て
村
政
に
貢

献
し
ま
し
た
。

◆◆
鉱
山
経
営

江
戸
時
代
に
は
商
売
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
瀧
井
家
で
す
が
、
明
治
に
入
る
と
鉱
山
経
営

に
乗
り
出
し
ま
す
。
鉱
山
は
現
在
の
田
辺
市
広

井
原
四
ノ
谷
付
近
に
あ
っ
た
よ
う
で
す（『
龍
神

村
史
』上
巻
）。

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）に
作
成
さ
れ
た

「
鉱
山
勘
録
控
帳
」（
56
）は
、
工
夫
に
支
払
っ
た

賃
金
や
採
掘
に
必
要
な
道
具
を
購
入
し
た
代
金

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

翌
年（
一
八
七
九
）三
月
二
十
一
日
付
で
、
和

歌
山
県
か
ら
丙
第
百
八
十
五
号
（『
和
歌
山
県

史
』近
現
代
史
料
一
）が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
宛

所
に
は
瀧
井
彦
右
衛
門
の
ほ
か
、
当
館
所
蔵
北

家
文
書
の
北
長
左
衛
門
な
ど
の
名
前
が
み
え
ま

す
。

そ
こ
に
は
「
年
々
一
月
七
月
両
度
毎
ニ
前
六

ケ
月
間
ノ
産
出
セ
シ
坑
物
量
其
売
出
高
并
代
価

及
行
業
日
数
工
数
等
ノ
製
表
」（
写
真
７
）を
提

出
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
、
明
細
表
が
い
ま
だ

に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
四
月
十
五
日
ま
で

に
差
出
す
よ
う
に
、
と
あ
り
ま
す
。「
鉱
山
勘

録
控
帳
」が
提
出
す
る
明
細
帳
の
元
と
な
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

鉱
山
の
経
営
は
明
治
三
十
年
頃
ま
で
続
け
ら

れ
ま
し
た
が
、
ど
う
や
ら
鉱
脈
の
発
見
に
は
至

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

◆◆
士
分
と
し
て
の
意
識

興
山
寺
か
ら
の「
御
す
ゝ
め
」に
よ
っ
て
地
士

に
取
り
立
て
ら
れ
た
瀧
井
家
で
し
た
が
、
六
代

に
わ
た
っ
て
村
政
に
携
わ
り
、
ま
た
幕
末
の
動

乱
や
明
治
期
の
事
業
を
通
し
て
、
士
分
と
し
て

の
意
識
が
生
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

当
初
は「
好
ミ
申
候
筋
ニ
而
は
且
而
無
之
」で
し

た
が
、
維
新
後
、
高
野
隊
の
活
動
を
根
拠
に
士

族
へ
の
加
入
を
求
め
、
政
府
へ
の
働
き
か
け
を

行
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
（
砂
川
佳
子
）

第 40号（平成 26年 7月発行）

写真７　借区坑業明細表　
当館寄贈北家文書（オ -18）

写真６　明治三年（1870）長一郎は
伏水屯所より除隊を申付けられる。

（資料番号 74）
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◆⿓
人
相
書
き

慶
応
三
年（
一
八
六
七
）卯
年
の
こ
と
で
し
ょ

う
が
（
安
政
二
年
・
一
八
五
五
か
も
知
れ
ま
せ

ん
）、
六
月
二
十
五
日
に
、
伊
都
郡
代
官
堀
内

佐
一
郎
は
、
殺
人
・
傷
害
事
件
の
容
疑
者
と
し

て
源
之
丞
と
い
う
人
物
の
「
人に
ん
そ
う
が
き

相
書
」（
写
真
１

の
左
側
部
分
）を
諸
郡
代
官
宛
て
に
送
り
ま
し

た
。
源
之
丞
が
養
子
の
縁
を
切
ら
れ
た
こ
と
を

恨
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
、
元
の
養
父
永
之
進
の

家
に
押
し
入
り
、
養
父
母
と
、
妻
に
な
る
は
ず

だ
っ
た
そ
の
家
の
養
女
の
三
人
に
手
傷
を
負
わ

せ
、
深
手
を
負
っ
た
養
母
が
死
亡
し
た
と
い
う

の
で
す
。

　

人
相　
　
　

伊
都
郡
上
組
下
兵
庫
村

　
　
　
　
　
　
　

永
之
進
養
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
之
丞

一
年
齢
弐に

十
八
歳　

一
中ち
ゅ
う

肉に
く

中ち
ゅ
う

背ぜ
い

、
色
白
キ
方ほ
う

一
言げ
ん

舌ぜ
つ

常じ
ょ
う

体た
い　
　
　

一
眼が
ん

中ち
ゅ
う

健け
ん

成
ル
方

一
面め
ん

体て
い

長
キ
方　
　

一
眉ま
ゆ

濃
ク
鼻
筋
通
り

一
歯
並な
ら
び

能よ

キ
方　
　

一
大お
お

脇わ
き

差ざ
し

帯お
び

候

　

但た
だ
し

其そ
の

節せ
つ

之の

衣
類
不ふ

分ぶ
ん

明め
い

之
事

「
言
舌
常
体
」は
、
し
ゃ
べ
り
方
は
普
通
、「
眼

中
健
成
ル
方
」は
目
の
状
態
は
よ
ろ
し
い
、「
面

体
」は
顔
か
た
ち
、「
大
脇
差
帯
候
」は
大だ
い
と
う刀（

脇

差
・
小し
ょ
う

刀と
う

に
対
す
る
）を
携
帯
し
て
い
る
、「
其

節
之
衣
類
不
分
明
」は
、そ
の
時
の
衣
類
は
は
っ

き
り
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
こ
に
は
「
衣
類
不
分
明
」と
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
通
常
、
着
物
や
帯
の
質
・
柄
な
ど
も
、

例
え
ば
、「
薄
赤
嶋（
縞
）単ひ
と
え

物も
の
・
帯
黒
色
」な
ど

の
よ
う
に
載
せ
た
も
の
で
す
。
現
代
と
は
異
な

り
、
近
世
で
は
庶
民
は
着
替
え
の
衣
類
を
ほ
と

ん
ど
持
て
ず
同
じ
衣
類
を
着
た
ま
ま
だ
っ
た
た

め
、
特
徴
に
な
り
え
た
の
で
す
。

今こ
ん
に
ち日

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
様
な
内
容
の
人
相

書
き
で
容
疑
者
を
特
定
で
き
る
と
は
と
て
も
思

え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
狭
い
地
域
社
会
の
こ
と
、

そ
こ
に
生
き
る
人
々
は
大
方
顔
見
知
り
の
は
ず

で
す
。
見
慣
れ
な
い
顔
の
人
物
が
入
り
込
め
ば
、

こ
の
程
度
の
表
現
で
十
分
役
立
っ
た
、
だ
か
ら

こ
の
形
式
は
変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

テ
レ
ビ
や
映
画
な
ど
に
は
、
人
相
書
き
と
い

う
と
似
顔
絵
が
出
て
来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
も
そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
実
際
に
は
こ

の
よ
う
に
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

◆⿓
写
実
と
い
う
も
の

な
ぜ
、
容
疑
者
を
具
体
的
に
思
い
描
け
る
似

顔
絵
を
作
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
達
し
は
手
書
き
で
写
し
て
い
く
か
ら
、
似

顔
絵
を
写
す
と
元
絵
と
異
な
っ
た
顔
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
、
写
し
て
も
変
わ
ら
な
い
文
章
で

特
徴
を
示
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
解
釈
が
あ
り

ま
す
。
で
も
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
木

版
刷
り
で
配
布
し
さ
え
す
れ
ば
問
題
は
解
決
し

て
し
ま
う
の
で
す
が
。

そ
う
で
は
な
か
ろ
う
と
い
う
の
が
筆
者
の
理

解
で
す
。
現
代
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
信
じ
ら
れ

な
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
当
時
の
日
本
人
に
は

似
顔
絵
を
描
く
こ
と
が
そ
も
そ
も
出
来
な
か
っ

た
は
ず
で
す
。
例
え
ば
、
浮
世
絵
に
描
い
て
あ

る
の
は
類
型
化
さ
れ
た
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
の

顔
で
、
一
人
一
人
の
顔
の
特
徴
を
捉
え
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
名
や
文
化
人
の
画
像
も

あ
り
ま
す
が
、
せ
い
ぜ
い
雰
囲
気
・
理
想
像
で
、

そ
の
人
物
の
写
実
画
で
は
な
い
の
で
す
。

写
実
画
は
虚
心
に
観
察
す
れ
ば
描
け
る
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
洋
近
代
に
興
っ

た
、
写
実
主
義
や
客
観
主
義
・
実
証
主
義
の
発

想
が
身
に
付
か
な
け
れ
ば
出
来
な
い
相
談
な
の

で
す
。
写
実
画
が
日
本
で
一
般
化
す
る
の
は
、

幕
末
・
明
治
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
普

及
し
て
以
降
の
こ
と
な
の
で
す
。

◆⿓
手
傷
負
わ
せ
逃
げ
去
り

事
件
は
こ
う
で
す
。
伊
都
郡
下し
も

兵ひ
ょ
う

庫ご

村
（
橋

本
市
）の
永
之
進
は
、
先
に
も
ら
っ
て
い
た
養

女
に
聟む
こ

養
子
を
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

大や
ま
と
の
く
に

和
国
宇う

ち智
郡
岡
村（
奈
良
県
五
條
市
）の
忠
蔵

忰せ
が
れ

源
之
丞
を
こ
の
年
五
月
に「
内
縁
」（
仮
）の
養

子
に
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
い
っ
た

ん
仮
の
関
係
を
結
び
、
一
緒
に
暮
ら
し
て
み
て

適
・
不
適
の
判
断
を
し
た
上
で
正
式
な
関
係
を

結
ぶ
と
い
う
手
順
が
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
人

物
を
見
極
め
、
慎
重
な
判
断
が
出
来
る
よ
う
に
、

二
重
の
手
続
き
に
し
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
源
之
丞
は「
家
内
不
和
」、
家
族
と

仲な
か
た
が違

い
す
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
暴
力
を
ふ

る
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
間
も
な
く
「
旧き
ゅ
う

里り

へ
帰

ら
せ
候
」、
養
子
の
「
内
縁
」関
係
を
破
棄
さ
れ

実
家
に
戻
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
六
月
二
十
二
日
、
そ
の
源
之
丞
が
、

先
に
述
べ
た
殺
人
、
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
の

で
す
。
人
相
書
き
で
源
之
丞
は
大
脇
差
を
持
っ

た
ま
ま
逃
亡
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
で

三
人
に
切
り
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
。

大お
お

庄じ
ょ
う

屋や

（
十
数
か
村
を
統
括
す
る
最
高
位
の

百
姓
）か
ら
こ
う
し
た
報
告
を
受
け
た
伊
都
郡

代
官
は
、
源
之
丞
の「
召め
し
と
り捕
」に
つ
い
て
、
郡
内

大
庄
屋
に
命
じ
ま
す
。
さ
ら
に
、
郡
外
に
逃
亡

し
他
郡
へ
立
ち
廻
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
諸

郡
代
官
に
対
し
て
も
「
召め
し

捕と
り

」を
依
頼
し
ま
す

（
写
真
１
の
右
側
部
分
）。

◆⿓
こ
れ
有
る
様
致
し
度
く

さ
て
、
そ
の
依
頼
の
表
現
で
す
。
配
下
の
大

第 40号（平成 26年 7月発行）
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庄
屋
と
は
違
い
、
同
輩
の
諸
郡
代
官
に
対
し
て

で
す
か
ら
、
真
正
面
か
ら
頼
む
こ
と
は
は
ば
か

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
遠
回
し

な
言
い
方
に
徹
し
て
い
ま
す
。
当
人
同
士
は
十

分
理
解
で
き
た
の
で
し
ょ
う
が
、
私
た
ち
に

と
っ
て
は
慣
れ
な
け
れ
ば
な
か
な
か
理
解
の
難

し
い
箇
所
で
す
。

源
之
丞
の
諸
郡
へ
の
「
立
廻
り
」に
つ
い
て
、

「
若も
し

御
郡
江へ

立
廻
り
候
儀
も
難は
か
り
が
た
く計
候
間あ
い
だ

」と
あ
り

ま
す
。
文
章
を
「
若も
し

」か
ら
始
め
て
い
ま
す
か

ら
、
気
持
ち
は
立
ち
廻
っ
た
な
ら
ば
と
書
き
進

め
た
い
、
し
か
し
そ
れ
で
は
強
す
ぎ
る
の
で
、

「
難は
か
り
が
た
く計

」、
見
当
が
付
か
な
い
に
つ
な
げ
ま
し
た
。

「
も
し
立
ち
廻
り
も
見
当
が
付
か
な
い
の
だ
か

ら
」と
い
う
妙
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
れ
も
婉え
ん

曲き
ょ
く

表
現
。
立
ち
廻
る
可
能
性
に

直
接
言
及
し
て
は
失
礼
だ
と
い
う
判
断
な
の
で

し
ょ
う
。「
可ぞ
ん
ず
べ
き存

」、
考
え
ら
れ
る
な
ど
に
す
べ

き
箇
所
、
あ
る
い
は
簡
潔
に
、「
立
廻
り
候
儀

も
候そ
う
ら

ハは

ばヽ

」、
立
ち
廻
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら

ば
、で
十
分
な
は
ず
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、「
若
」

も
生
か
せ
ま
す
。

「
御
通
達
有こ
れ
あ
る之

様
致い
た
し

度た
く

存ぞ
ん
じ

候
」、
百
姓
へ
の
達

し
を
頼
む
と
い
う
文
言
も
同
様
で
す
。「
有
之

様
致
度
存
」と
は
、（
私
は
）通
達
す
る
よ
う
に

し
た
い
と
思
う
、
と
自
分
の
思
い
を
述
べ
て
い

る
だ
け
な
の
で
す
。
依
頼
の
形
を
避
け
て
い
ま

す
。「
通
達
し
て
下
さ
い
」の
通
常
の
て
い
ね
い

表
現
、「
御
通
達
可こ
れ
あ
る
べ
く

有
之
候
」や
、
よ
り
て
い
ね

い
に
表
現
し
て
も「
御
通
達
有こ
れ
あ
る
よ
う

之
様
可い
た
さ
る
べ
く

被
致
候
」

で
か
ま
わ
な
い
部
分
で
す
。

文
末
に
は
、「
人
相
書
取と
り
そ
え添

及お
も
う
し
あ
わ
せ
に
お
よ
び

御
申
合
候
」と

あ
り
ま
す
。「
申も
う
し
あ
わ
せ合
」は
相
談
申
し
上
げ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
で
は
な
く
、
御

相
談
い
た
し
た
い
と
下
手
に
出
て
い
る
の
で
す
。

「
可も
う
し
あ
げ（
ら
る
）べ
く

（
被
）申
上
候
」、
申
し
上
げ
ま
す
、
お
願
い

し
ま
す
と
い
う
表
現
で
十
分
て
い
ね
い
に
な
る

箇
所
で
す
。

◆⿓
急
々
申
し
出
ら
る
可
し

こ
れ
を
受
け
て
、
二
日
後
の
二
十
七
日
、
名

草
郡
代
官
大
橋
左
衛
門
が
配
下
の
郡
内
四
組
大

庄
屋
（
山
口
・
和
佐
・
山さ
ん
ど
う東
・
宮
各
組
）に
、
伊

都
郡
の
同
役
（
代
官
）か
ら
言
っ
て
き
た
の
で

「
在ざ
い

通と
お
し

之の

儀
、
宜よ
ろ
し
く

取と
り

計は
か
ら
い

可も
う
さ
る
べ
く

被
申
候
」、
百
姓
へ

の
通
知
の
件
、
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
う
よ
う
に

と
触
れ
出
し
ま
す
。
後
ろ（
奥
）に
は
伊
都
郡
代

官
か
ら
の
書
状
の
写
し
を
添
え
て
あ
り
ま
す

（
写
真
２
）。

そ
れ
か
ら
七
日
後
（
こ
れ
が
も
し
安
政
二
年

の
事
件
だ
と
す
れ
ば
、
六
月
は
三
十
日
ま
で
あ

る
た
め
に
八
日
後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
）の
七

月
五
日
、
名
草
郡
和
佐
組
大お
お

庄じ
ょ
う

屋や

中
筋
彦
四
郎

は
、
布ほ

し

や
施
屋
村
以
下
、
配
下
一
三
か
村
庄
屋
宛

て
に
廻
状
を
送
り
ま
す
。
後
ろ（
奥
）に
は
名
草

郡
代
官
か
ら
の
触
れ
の
写
し
を
付
し
て
あ
り
ま

す（
写
真
３
）。

（
名
草
郡
）代
官
か
ら
言
っ
て
き
た
の
で
（
廻

状
に
し
て
）送
る
か
ら
、
伊
都
郡
代
官
か
ら
の

書
状
に
あ
る
通
り
、
も
し
村
方
に（
源
之
丞
が
）

立
ち
回
っ
た
な
ら
ば「
急き
ゅ
う
き
ゅ
う々

可も
う
し
で
ら
る
べ
く

被
申
出
候
」、
急

ぎ
申
し
出
る
よ
う
に
と
い
い
ま
す
。
伊
都
郡
代

官
の
書
状
で
は
、
配
下
の
大
庄
屋
や
胡
乱
者
改

め
に
対
し
て
、「
召め
し

捕と
り

方か
た

厳き
び
し
く敷
手
当
テ
申も
う
し

付つ
け

」、

「
召
捕
」に
つ
い
て
強
い
調
子
で
準
備
を
命
じ
た

と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
廻
状
は
村
々
庄

屋
宛
て
で
す
か
ら
、「
申
出
」と
し
か
書
い
て
あ

り
ま
せ
ん
。
村
々
庄
屋
に
召
し
捕
る
役
目
（
義

務
）は
な
い
か
ら
で
す
。

◆⿓
点
済
み

廻
状
に
は
宛
先
の
一
三
か
村
が
記
し
て
あ
り

ま
す
。
廻
状
が
回
る
と
村
々
で
は
、
自
分
の
村

の
右
脇
に
合が
っ
て
ん点（

縦
線
）を
し
て
次
の
村
に
回
し

ま
す
。
今こ
ん
に
ち日
の
チ
ェ
ッ
ク（
✓
）で
す
。
正
し
い

書
き
方
は
、
村
名
二
行
目
上
段
の
禰ね

ぎ宜（
村
）の

よ
う
に
、
起
筆
部
を
横
に
短
く
引
き
そ
こ
か
ら

下
ろ
す
の
で
す
。
一
三
の
村
で
そ
れ
ぞ
れ
合
点

を
書
い
た
た
め
、
太
さ
も
長
さ
も
引
き
方
も
バ

ラ
バ
ラ
で
す
。
村
名
四
行
目
の
一
番
上「
松
嶋
」

（
村
）で
は
、
初
め
に
引
い
た
合
点
が
村
名
に
か

か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
二
本
目
の
合
点
を
引
き

直
し
て
い
ま
す
。

和
佐
組
大
庄
屋
の
本
文
の
前
（
端は
し

書
き
）に
、

「
点て
ん
ず
み済

」よ
り
戻
せ
と
あ
り
ま
す
。「
点
済
」と
い

う
語
は
辞
書
に
な
い
の
で
す
が
、
合
点0

が
済0

ん

だ
ら
、
つ
ま
り
村
々
を
回
り
終
え
た
ら
の
意
味

な
の
で
し
ょ
う
。
合
点
を
施
し
た
廻
状
が
和
佐

組
大
庄
屋
の
手
元
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
実
際
村
々
を
回
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

折
り
た
た
ん
だ
場
合
一
番
表
側
に
な
る
部
分

（
端は
し

。
写
真
３
で
は
一
番
右
側
）が
擦こ
す

れ
て
撚よ

れ

て
も
い
ま
す
。

◆⿓
達
し
が
動
く

右
の
三
通
の
達
し
は
次
の
よ
う
に
動
き
ま
し

た
。
ま
ず
、
人
相
書
き
を
付
し
た
六
月
二
十
五

日
付
け
諸
郡
代
官
宛
て
の
伊
都
郡
代
官
書
状

（
写
真
４
の〝
ⓐ
〝
ⓑ
の
原
文
書
ⓐ
ⓑ
。
以
下
、

原
文
書
の
写
し
を
「
′」で
示
し
ま
す
。「〝
」は

写
し
の
写
し
に
な
り
ま
す
）が
、
名
草
郡
代
官

に
も
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
伊
都
郡
代
官
の

書
状
は
名
草
郡
代
官
の
手
元
に
残
り
ま
す
。

第 40号（平成 26年 7月発行）
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二
十
七
日
、
名
草
郡
代
官
は
郡
内
四
組
大
庄

屋
に
宛
て
た
触
れ
（
写
真
４
の′
ⓒ
の
原
文
書

ⓒ
）を
作
り
、
そ
の
後
ろ
（
奥
）に
伊
都
郡
代
官

の
書
状（
ⓐ
ⓑ
）を
書
き
写
し（′
ⓐ′
ⓑ
）た
上
で

送
り
ま
す（
ⓒ
＋′
ⓐ′
ⓑ
）。
和
佐
組
大
庄
屋
の

元
に
も
こ
の
触
れ
が
届
き
ま
す
。
こ
の
触
れ
は

大
庄
屋
の
手
元
に
残
り
ま
す
。

受
け
取
っ
た
和
佐
組
大
庄
屋
は
翌
月
五
日
、

組
内
一
三
か
村
の
庄
屋
に
向
け
、
廻
状（
ⓓ
ⓔ
）

を
書
き
ま
す
。
後
ろ
に
は
名
草
郡
代
官
の
触
れ

を
書
き
写
し（′
ⓒ
＋〝
ⓐ〝
ⓑ
）て
作
り
上
げ
ま

す（
ⓓ
ⓔ
＋′
ⓒ
＋〝
ⓐ〝
ⓑ
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
庄
屋
は
廻
っ
て
き
た
廻
状
の
写

し（′
ⓓ′
ⓔ
＋〝
ⓒ
＋
ⓐ
ⓑ
）を
取
る
と
と
も

に
、
廻
状
本
体
は
合
点
を
施
し
た
上
で
次
の
村

へ
送
り
ま
す
。
一
三
か
村
を
め
ぐ
っ
た
廻
状
は
、

最
後
の
村
か
ら
和
佐
組
大
庄
屋
の
元
へ
と
戻
り

ま
す（
写
真
４
）。

◆⿓
触
れ
戻
し

事
態
が
動
き
ま
す
。
源
之
丞
を
捕
え
た
の
で

す
。
事
件
発
生
か
ら
四
日
後
、
二
十
六
日
の

こ
と
で
し
た
。
伊
都
郡
代
官
か
ら
の
二
通
目

の
書
状
（
写
真
５〝
ⓑ
）に
よ
れ
ば
、
高
野
領
の

三さ
ん
げ
ん
ぢ
ゃ

軒
茶
屋や

（
橋
本
市
）辺
り
で
源
之
丞
を
召
し

捕
っ
た
と
大
庄
屋
や
胡う

乱ろ
ん

者
改
め
（
通
常
、
警

察
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
役
）が
報
告
し
て
き

た
の
で
、
百
姓
へ
の「
触
戻
し
」、
触
れ
を
取
り

消
す
指
示
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
た
い
と

い
う
の
で
す
。
あ
の
人
相
書
き
は
は
た
し
て
役

に
立
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
触
戻
し
」と
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
受
け
た
和

佐
組
大
庄
屋
の
二
通
目
の
廻
状（
写
真
５
ⓓ
ⓔ
）

に
は
、「
書
面
之の

趣お
も
む
き

為こ
こ
ろ
え
の
た
め

心
得
申も
う
し

遣つ
か
わ
し

候
」、「
書
面
」

（
伊
都
郡
代
官
書
状
）の
内
容
を
了
解
し
て
お
く

べ
き
な
の
で
伝
え
る
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
触

戻
し
」と
い
う
用
語
か
ら
す
る
、
文
字
通
り
触

れ（
そ
の
写
し
）を
返
せ
と
い
う
の
で
も
な
け
れ

ば
、
当
初
の
指
示
を
取
り
消
す
と
書
い
て
あ
る

わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
以
前
の

状
態
に「
戻
す
」と
い
う
の
で
す
か
ら
面
白
い
表

現
で
す
。

◆⿓
召
し
捕
り
候
者
の
召
し
捕
り

事
件
は
六
月
二
十
二
日
に
起
き
ま
し
た
。
以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
達
し
の
日
付
を
追
い
ま
す
。

最
初
に
伊
都
郡
代
官
が
一
通
目
の
書
状
を
発
し

た
の
が
事
件
の
三
日
後
、
二
十
五
日
の
こ
と
で

し
た
。
次
い
で
名
草
郡
代
官
が
一
通
目
の
触
れ

を
出
し
た
の
が
二
日
後
の
二
十
七
日
で
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
前
日
の
二
十
六
日
に
源
之
丞

は
す
で
に
捕
ら
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
報
告
を

受
け
た
伊
都
郡
代
官
は
二
通
目
の
、「
触
戻
し
」

を
依
頼
す
る
書
状
を
早
く
も
二
十
九
日
に
出
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、「
召
捕
方
手
配
り
」と

「
触
戻
し
」と
い
う
、
指
示
が
逆
の
達
し
が
同
時

に
動
き
ま
す
。

和
佐
組
大
庄
屋
が
一
三
か
村
の
庄
屋
に
一
通

目
の
廻
状
を
送
っ
た
の
が
七
月
五
日
で
、
名
草

郡
代
官
の
一
通
目
の
触
れ
か
ら
実
に
七
日
後

（
あ
る
い
は
八
日
後
）の
こ
と
で
し
た
。
大
庄
屋

は
未
だ
知
ら
な
い
こ
と
な
が
ら
、
源
之
丞
は
す

で
に
八
日
前（
あ
る
い
は
九
日
前
）に
捕
ら
え
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
何
と
も
間
の
抜
け
た
廻
状

だ
っ
た
の
で
す
。
瞬
時
に
情
報
が
伝
わ
る
わ
け

で
は
な
い
近
世
、
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
ふ
れ

た
出
来
事
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
和
佐
組
大
庄
屋
が
事
態
を
把
握
し
、

庄
屋
に「
触
戻
し
」を
発
し
た
の
が
七
月
十
一
日
。

「
召め
し
と
り捕
」か
ら
は
一
四
日
後
（
あ
る
い
は
一
五
日

後
）で
し
た
。
気
が
抜
け
た
か
ら
な
の
か
、
本

来
な
ら
あ
る
は
ず
の
名
草
郡
代
官
の
二
通
目
の

触
れ
が
抜
け
て
い
ま
す
。
伊
都
郡
代
官
か
ら
直

接
和
佐
組
大
庄
屋
に
書
状
が
来
る
こ
と
は
決
し

て
な
い
の
で
す
か
ら
、
写
す
の
を
省
略
し
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
（
遊
佐
教
寛
）

第 40号（平成 26年 7月発行）

写真４　中筋氏廻状の全体

写真５　二通目の中筋氏廻状。後ろに二通目の伊都郡代官の書状写しを付しています。二通目の名草郡代官触れは写していません

ⓔ端裏書き
「御用　乞廻状」

ⓔ端裏書き
「御用　乞廻状」

ⓒ‘６月27日付け
名草郡４組大庄屋宛て
代官大橋左衛門触れ（写し）

ⓐ“卯６月付け
永之進（元）養子

源之丞人相書き（写し）

ⓓ７月５日付け
和佐組13か村庄屋宛て
大庄屋中筋彦四郎達し

ⓓ７月11日付け
和佐組13か村庄屋宛て
大庄屋中筋彦四郎達し

ⓑ“６月25日付け
紀州藩諸郡代官所宛て

伊都郡代官堀内佐一郎書状（写し）

ⓑ“６月29日付け
紀州藩諸郡代官所宛て

伊都郡代官堀内佐一郎書状（写し）

︸

︸

︸

︸

︸︸︸

︸
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第 40号（平成 26年 7月発行）

■
利
用
方
法

◆
閲
覧
室
受
付
に

あ
る
目
録
等
で
必
要

な
資
料
、文
書
等
を

検
索
し
、閲
覧
申
請

書
に
記
入
の
う
え
受

付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
文
書
等
利
用

の
受
付
は
閉
館
30
分

前
ま
で
で
す
。

◆
閲
覧
室
書
棚
に
配
架
し
て
い
る
行
政
資
料
、

参
考
資
料
は
自
由
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
複
写
承
認
申

請
書
に
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
有
料
で
す
。

　

開
館
時
間 

　
　
◆
火
曜
日
～
金
曜
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

　
　
◆
土
・
日
曜
日
・
祝
日
及
び
振
替
休
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
休
館
日 

◆
月
曜
日
（
祝
日
又
は
振
替
休
日
と
重
な
る
と

　
　
　
　
　

き
は
、
そ
の
後
の
平
日
）

◆
年
末
年
始　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

◆
館
内
整
理
日

 　

・
１
月
４
日

　
　
（
月
曜
日
の
と
き
は
、
５
日
）

 　

・
２
月
～
12
月 
第
２
木
曜
日

（
祝
日
と
重
な
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）

 　

・
特
別
整
理
期
間　

10
日
間
（
年
１
回
）

■
交
通
の
ご
あ
ん
な
い

◆
JR
和
歌
山
駅
・
南
海
電
鉄
和
歌
山
市
駅
か
ら

　

バ
ス
で
約
20
分

◆
和
歌
山
バ
ス
高
松
バ
ス
停
下
車
徒
歩
約
３
分

  

和
歌
山
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
40
号

平
成
26
年
7
月
31
日　

発　

行

編
集
・
発
行　
和
歌
山
県
立
文
書
館

〒
六
四
一

－

〇
〇
五
一

和
歌
山
市
西
高
松
一
丁
目
七

－

三
八

 　
　
　
　
　
　

き
の
く
に
志
学
館
内 

電　
話　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
一

印　
刷　
株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

文
書
館
の
利
用
案
内

◆■
瀧
井
家
文
書
（
橋
本
市
清
水
）

本
号
「
好
み
申
し
候
筋
に
て
は
且
て
こ
れ
無

く
」で
紹
介
し
た
も
の
を
含
め
、
約
六
百
点
を

数
え
る
文
書
群
で
、
一
部
の
も
の
は
す
で
に
昭

和
四
十
九
年
発
行
『
橋
本
市
史
』中
巻
の
付
録

（
近
世
文
書
総
目
録
）に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
家
文
書
群
に
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
も
の

の
ほ
か
に
、
高
野
隊
長
で
あ
っ
た
相
賀
五
左
衛

門（
久
茂
）に
関
す
る
資
料
が
あ
り
ま
す
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）の
高
野
隊
解
隊
後
、

久
茂
は
ひ
と
り
陸
軍
歩
兵
少
尉
に
任
じ
ら
れ
、

明
治
十
年（
一
八
七
七
）の
西
南
戦
争
時
に
広
島

鎮
台
の
副
官
と
し
て
出
陣
し
ま
し
た
。
こ
の
時

長
一
郎
宛
に
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
が
次
の
写
真

で
す
。

手
紙
に
は
進
軍
の
様
子
や
被
害
状
況
が
伝
え

ら
れ
、
自
身
も
数
度
戦
場
に
立
っ
た
が
怪
我
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
知
ら
せ
に
長
一
郎
も
胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

瀧
井
家
文
書
の
整
理
や
目
録
化
は
、
今
後
す

す
め
て
い
く
予
定
で
す
が
、
目
録
の
刊
行
ま
で

仮
目
録
を
閲
覧
室
に
設
置
し
ま
す
。
資
料
番
号

か
ら
原
本
の
閲
覧
も
可
能
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

文
書
館
に
は
、
和
歌
山
県
庁
の
永
久
保
存
公

文
書
の
う
ち
、
事
案
完
結
後
二
〇
年
が
経
過
し

た
も
の
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
和
歌
山
県
知
事
部
局
・
議
会
・
選

挙
管
理
委
員
会
・
監
査
委
員
・
労
働
委
員
会
・

収
用
委
員
会
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
・
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
の
公
文
書
が
保
存
期
間
満

了
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
と
、
そ
の
う
ち
歴
史
資

料
と
し
て
重
要
な
も
の
が「
歴
史
文
書
」と
し
て

引
き
継
が
れ
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度
に
文
書

館
に
引
き
継
が
れ
た
永
久
保

存
文
書
・
歴
史
文
書
な
ど
は

表
の
と
お
り
で
す
。
歴
史

文
書
全
二
七
八
冊
の
う
ち
、

二
六
九
冊
は
県
庁
の
知
事
部

局
本
課
か
ら
引
き
継
が
れ
た

も
の
で
す
。
こ
の
年
、
知
事

部
局
本
課
全
体
で
は
、
合
計

八
、二
九
三
冊
の
公
文
書
が

廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

有
期
限
公
文
書
の
う
ち
三
・

二
％
が
、
最
終
的
に
歴
史
文

書
に
な
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
引
き
継
が
れ
た
公
文
書
は
、
今
後
は
文

書
館
で
保
存
・
整
理
さ
れ
、
事
案
完
結
後
三
〇
年

が
経
過
し
、
且
つ
個
人
情
報
保
護
な
ど
の
問
題
が

な
く
な
っ
た
も
の
か
ら
御
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
永
久
保
存
公
文
書
の
う
ち
、

個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
に
つ
い

て
は
、
情
報
公
開
制
度
に
則
り
、
県
庁
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
で
の
御
利
用
に
な
り
ま
す
。

相賀久茂からの手紙
（資料番号 278）

表　文書館に引き継がれた公文書等 （単位：冊）

官報 県報 永久保存
公文書 歴史文書

平成25年度 31 1 56 278
累　積 2,105 166 20,557 6,184

平
成
二
十
五
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

平
成
二
十
五
年
度
公
文
書
の
引
継
ぎ

8


