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将
軍
継
嗣
問
題

　

綱
吉
治
世
の
元
禄
７
年
（
１
６
９
４
）、

側
用
人
の
柳
沢
吉
保
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
頭

の
痛
い
問
題
は
将
軍
継
嗣
問
題
で
あ
っ
た
。

３
代
家
光
が
定
め
た
武
家
諸
法
度
で
は
「
末ま

つ

期ご

養よ
う
子し

」
を
禁
じ
て
い
た
が
、慶
安
事
件
（
由

井
正
雪
の
乱
）
を
き
っ
か
け
に
こ
の
禁
が
緩

和
さ
れ
、「
諸
藩
の
藩
主
が
50
歳
未
満
で
あ

れ
ば
、
臨
終
の
と
き
に
後
嗣
を
決
定
し
て
も

よ
い
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

明
け
て
元
禄
８
年
の
元
日
に
は
、
綱
吉
は

そ
の
50
歳
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
将
軍
自

ら
が
こ
の
禁
を
犯
す
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
っ
た
ひ
と
り
の
跡
継
ぎ

で
あ
る
徳
松
を
病
気
で
失
っ
て
既
に
11
年
を

経
過
し
て
、
つ
い
に
男
児
を
も
う
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
綱
吉
に
は
養

子
を
迎
え
る
し
か
術
が
な
か
っ
た
。
綱
吉
の

胸
の
内
に
は
長
女
の
鶴
姫
が
嫁
い
だ
紀
州
和

歌
山
藩
主
徳
川
綱つ

な
教の
り
を
養
子
に
と
い
う
思
い

が
あ
っ
た
。

　

一
方
吉
保
は
、
次
期
将
軍
に
は
綱
吉
の
兄

で
あ
る
綱つ

な
重し
げ
の
嫡
男
、
綱つ
な
豊と
よ
こ
そ
相
応
し
い

と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
綱
吉
は
こ
の
綱

豊
を
き
ら
っ
て
い
た
。
綱
豊
は
、
自
分
が
将

軍
職
を
継
ぐ
と
き
の
も
う
ひ
と
つ
の
選
択
肢

で
あ
っ
た
こ
と
や
、
綱
豊
の
生
い
立
ち
そ
の

五
代
綱
吉
は
明
君
か
暗
君
か
？（
後
編
）

第
二
話

桂け
い

昌
し
ょ
う
院い
ん
に
従
一
位
の
官
位
を
贈
る
こ
と
が

最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
代
々

朝
廷
と
の
折
衝
役
を
務
め
て
き
た
、
譜
代
筆

頭
の
井
伊
家
（
彦
根
藩
35
万
石
藩
主
）
の
働

き
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
井
伊
掃か

も
ん
の
か
み

部
頭
家

は
家
康
の
時
代
か
ら
、
将
軍
家
の
冠
婚
葬
祭

を
取
り
仕
切
り
、
朝
廷
と
西
国
の
外
様
大
名

た
ち
の
動
静
を
監
視
す
る
な
ど
の
、
幕
府
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
て
い

た
。

　

側
用
人
柳
沢
吉
保
と
老
中
、
そ
し
て
大
奥

と
の
下
相
談
が
よ
う
や
く
煮
詰
ま
っ
て
、
元

禄
10
年
６
月
綱
吉
の
命
に
よ
り
井
伊
直な

お
興お
き
が

江
戸
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
。
直
興
は
元
禄
13

も
の
へ
の
不
審
な
ど
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
不
審
と
は
、
兄
の
綱
重
が
天
樹
院

付
き
の
召
使
い
、
お
保
良
を
孕
ま
せ
て
産
み

落
と
さ
れ
た
の
が
綱
豊
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
子
は
甲
府
藩
家
老
新に

い
見み

備
中
守
の

子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
新
見
が
当
時
の
老
中
酒
井
忠
清
に
願
い

出
て
、
綱
豊
が
綱
重
の
子
で
あ
る
こ
と
を
公

式
に
認
知
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
経
緯
が

あ
っ
た
。
そ
の
辺
が
綱
吉
に
は
納
得
で
き
な

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

桂
昌
院
の
叙
任

　

同
じ
時
期
、
将
軍
綱
吉
に
と
っ
て
は
生
母

飛
島
　
章

吉
備
国
際
大
学
客
員
教
授

徳
川
将
軍
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

徳
川
将
軍
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

徳
川
将
軍
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
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の
特
徴
で
あ
る
。
一
方
、
７
番
以
降
の
後
半

は
就
任
時
期
が
飛
び
飛
び
で
、
在
任
期
間
も

３
年
程
度
と
短
く
な
っ
て
明
ら
か
な
違
い
を

見
せ
て
い
る
。
４
番
の
酒
井
忠
清
、
６
番
の

年
３
月
ま
で
の
３
年
間
、
大
老
と
し
て
桂
昌

院
の
叙
任
と
将
軍
後
継
問
題
に
注
力
す
る
こ

と
に
な
る
。
直
興
が
大
老
と
し
て
江
戸
在
勤

中
の
元
禄
11
年
７
月
、
吉
保
は
寛
永
寺
根
本

中
堂
造
営
の
総
奉
行
を
務
め
た
功
に
よ
り
、

近
衛
少
将
に
任
じ
ら
れ
、
同
時
に
大
老
格
に

昇
進
し
た
。
大
老
格
と
い
う
の
は
俸
禄
と
し

て
大
老
並
み
で
あ
り
、
権
限
を
伴
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
吉
保
は
、
直
興
の
力
を
借
り

な
が
ら
桂
昌
院
の
叙
任
の
件
を
、
ま
た
、
桂

昌
院
の
力
を
借
り
な
が
ら
将
軍
後
継
問
題

を
、粘
り
強
く
各
職
と
の
調
整
を
取
り
進
め
、

目
論
見
通
り
の
結
果
を
得
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
そ
し
て
、
元
禄
14
年
に
は
、
吉
保
は
松

平
の
家
号
を
許
さ
れ
綱
吉
の
諱

い
み
なの
一
字
を
与

え
ら
れ
て
松
平
美
濃
守
吉
保
と
改
め
た
。

　

実
は
こ
の
時
期
に
、
忠
臣
蔵
で
知
ら
れ
る

松
の
廊
下
の
刃
傷
事
件
（
元
禄
14
年
３
月
）

と
赤
穂
浪
士
に
よ
る
吉
良
邸
討
入
り
事
件

（
翌
15
年
12
月
）
が
起
き
て
お
り
、
こ
の
事

件
で
も
吉
保
は
も
う
ひ
と
働
き
す
る
の
で
あ

る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ

く
。

　

宝
永
元
年（
１
７
０
４
）12
月
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
綱
豊
を
将
軍
綱
吉
の
養
子
と
す
る

こ
と
の
発
表
が
あ
り
、
43
歳
の
綱
豊
は
桜
田

御
殿
か
ら
江
戸
城
西に

し
の
ま
る丸
御
殿
に
移
っ
た
。

そ
し
て
諱
を
家い

え
宣の
ぶ
と
改
め
、
翌
年
に
は
従
二

位
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
。
家
宣
の
西
丸

入
り
に
伴
っ
て
、
桜
田
御
殿
家
臣
は
幕
臣
に

取
り
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
数
は
、
お
目
見
え

以
上
に
限
っ
て
も
７
８
０
名
に
達
し
た
と
い

　

ま
ず
、
２
番
と
３
番
、
４
番
と
５
番
は
、

い
ず
れ
も
在
職
期
間
が
長
い
こ
と
、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
在
職
期
間
に
重
な
り
が
あ
る
こ
と

（
Ａ
と
Ｂ
で
表
示
）、
そ
の
辺
が
初
期
の
大
老

江戸期歴代大老職一覧

番号 大老名 ( 官名）
就任 退任 在職 

年数
摘要

将軍 年月日 将軍 年月日

1 酒井忠世（雅樂頭） ③家光 寛永 13.3.12 ③家光 寛永 13.3.19 ０

2 土井利勝（大炊頭） ③家光 寛永 15.11.7 ③家光 正保元 .7.10 ６ A

3 酒井忠勝（讃岐守） ③家光 寛永 15.11.7 ④家綱 明暦 2.5.26 18 A

4 酒井忠清（雅樂頭） ④家綱 寛文 6.3.26 ⑤綱吉 延宝 8.12.9 14 B

5 井伊直澄（掃部頭） ④家綱 寛文 8.11.19 ④家綱 延宝 4.1.3 ８ B

6 堀田正俊（筑前守） ⑤綱吉 天和元 .12.12 ⑤綱吉 貞享元 .8.28 ３

7 井伊直興（掃部頭） ⑤綱吉 元禄 10.6.13 ⑤綱吉 元禄 13.3.2 ３

8 松平吉保（美濃守） ⑤綱吉 宝永 3.1.11 ⑤綱吉 宝永 6.6.3 ３ 柳沢

9 井伊直興（掃部頭） ⑥家宣 宝永 8.2.13 ⑦家継 正徳 4.2.13 ３

10 井伊直幸（掃部頭） ⑩家治 天明 4.11.28 ⑪家斉 天明 7.9.11 ３

11 井伊直亮（掃部頭） ⑪家斉 天保 6.12.23 ⑫家慶 天保 12.5.13 ６

12 井伊直弼（掃部頭） ⑬家定 安政 5.4.23 ⑬家定 安政 7.3.30 ２

13 酒井忠績（雅樂頭） ⑭家茂 元治 2.2.1 ⑭家茂 元治 2.11.5 9/12

う
。
そ
し
て
、
吉
保
は
甲
府
城

主
綱
豊
を
将
軍
継
嗣
と
定
め
た

こ
と
の
功
労
に
よ
り
、
15
万
石

余
を
領
す
る
甲
府
宰
相
に
任
ぜ

ら
れ
た
。

　

江
戸
期
の
大
老

　

こ
こ
ま
で
縷
々
、
綱
吉
の
治
世

で
側
用
人
が
果
た
し
た
役
割
を

述
べ
て
き
た
が
、
も
う
ひ
と
つ

見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
重
要

な
変
革
が
進
行
し
て
い
た
。
そ

れ
は
大
老
職
の
役
割
の
変
化
で

あ
る
。
別
表
「
江
戸
期
大
老
職

一
覧
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

江
戸
時
代
に
大
老
職
に
就
い
た

重
臣
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
官
位

を
含
め
た
氏
名
と
就
任
・
退
任

の
年
月
日
、
時
の
将
軍
名
、
さ

ら
に
在
職
年
数
を
記
し
て
あ
る
。

13
名
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
る
が
、
７
番
と
９
番
の
井
伊

直
興
は
同
一
人
に
よ
る
再
任
な

の
で
、
実
際
は
12
名
で
あ
る
。
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堀
田
正
俊
、
７
番
の
井
伊
直
興
、
そ
し
て
８

番
の
松
平
吉
保
即
ち
側
用
人
か
ら
昇
っ
た
柳

沢
保
明
で
あ
る
が
、
こ
の
４
人
は
す
べ
て
綱

吉
が
ら
み
で
、
先
月
と
今
月
で
詳
細
を
記
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
綱
吉
の
治
世
で
大
老
職

の
何
か
が
変
化
し
、
９
番
以
降
に
つ
な
が
っ

て
行
く
。
そ
し
て
、
12
番
の
井
伊
直
弼
ま
で

井
伊
家
の
大
老
が
続
き
、
幕
末
の
酒
井
忠た

だ

績つ
ぐ

で
終
わ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
何
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

　

大
老
職
の
新
た
な
役
割

　

私
は
、
綱
吉
が
大
老
の
役
割
を
大
き
く
変

え
た
と
考
え
て
い
る
。そ
も
そ
も
大
老
職
は
、

将
軍
直
属
の
助
言
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
将

軍
の
判
断
を
支
え
る
機
関
で
あ
る
老
中
制
に

あ
っ
て
そ
の
上
位
者
と
し
て
置
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
４
代
家
綱
の
治
世
で
権

勢
を
振
る
う
大
老
、
酒
井
忠
清
が
現
れ
、
そ

し
て
自
ら
の
治
世
の
始
ま
り
に
任
じ
た
大
老

堀
田
正
俊
の
言
動
に
接
し
て
、
綱
吉
は
大
老

職
が
時
と
し
て
暴
走
す
る
こ
と
の
危
険
性
を

直
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
老
職
を
廃
止
し

た
い
と
綱
吉
は
考
え
た
。

　

大
老
職
を
存
続
す
る
か
ど
う
か
の
幕
閣
た

ち
の
検
討
の
中
で
、
こ
の
問
題
の
原
因
が
、

大
老
職
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
老

中
職
を
務
め
る
者
の
中
か
ら
有
能
・
有
力
な

人
物
が
大
老
職
に
抜
擢
さ
れ
る
仕
組
み
に
あ

る
こ
と
を
見
出
し
た
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ

ゆ
え
解
決
策
と
し
て
は
、
老
中
か
ら
大
老
職

を
登
用
す
る
道
を
閉
ざ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
大
老
職
の
役
割
と
し
て
は
、
老
中
職
が

担
う
通
常
の
職
務
と
は
別
の
も
の
を
担
当
さ

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
老
職
の
選
任
が
必

要
と
な
っ
た
都
度
、
限
ら
れ
た
期
間
に
必
要

な
役
割
だ
け
を
果
た
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ

る
。
自
ず
と
結
論
は
、
家
格
が
老
中
職
よ
り

も
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
老
中
職
に
は
就
く
こ

と
の
な
い
、
譜
代
筆
頭
の
井
伊
家
に
要
請
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
通
常
業
務
を

超
え
る
将
軍
継
嗣
な
ど
の
、
特
命
事
項
を
扱

う
役
割
と
す
る
こ
と
、
奉
職
す
る
期
間
も
限

定
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。

　

綱
吉
政
治
の
評
価

　

こ
の
よ
う
に
、
綱
吉
の
政
治
は
同
時
代
の

幕
臣
や
江
戸
の
町
人
た
ち
に
は
、
そ
の
強

引
さ
に
よ
っ
て
評
価
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た

が
、江
戸
時
代
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
き
、

異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
評
価
が
可
能
と
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
治
政
治
、
側
用
人
な

ど
の
将
軍
側
近
役
の
起
用
と
財
政
改
革
へ
の

取
り
組
み
、
大
老
の
役
割
の
変
更
な
ど
、
綱

吉
が
始
め
た
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
次
の
代

に
着
実
に
引
き
継
が
れ
て
行
っ
た
。そ
し
て
、

そ
れ
は
将
軍
に
よ
る
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
無
け
れ
ば
成
し
え
な
い
こ
と
で
も
あ
っ元禄時代の花見風景

た
。
綱
吉
政
治
の
パ
ワ
ー
が
何
代
先
の
将
軍

に
ま
で
持
続
す
る
の
か
、
そ
れ
を
暫
く
辿
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

　

６
代
将
軍
家
宣

　

綱
吉
は
、
永
宝
６
年
（
１
７
０
９
）
正

月
64
歳
に
て
没
し
た
。
そ
し
て
家
宣
の
最
初

の
仕
事
は
、
天
下
の
悪
法
と
評
さ
れ
た
生
類

憐
み
の
令
の
廃
止
を
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。側
用
人
柳
沢
吉
保
も
こ
れ
に
同
意
し
た
。

　

同
年
５
月
に
本
丸
御
殿
で
将
軍
宣
下
の
儀

式
が
行
わ
れ
た
後
、
将
軍
継
嗣
時
代
か
ら
の

側
用
人
間ま

な

部べ

詮あ
き

房ふ
さ
を
老
中
格
の
本
丸
側
用

人
と
し
て
登
用
し
た
。
間
部
は
こ
の
と
き
、

２
万
石
を
加
増
さ
れ
５
万
石
を
領
す
る
上
野

国
高
崎
城
主
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
正
徳
２

年
に
家
宣
が
没
し
て
以
降
も
次
期
将
軍
家い

え

継つ
ぐ
に
仕
え
、
正
徳
６
年
ま
で
の
７
年
間
、
将

軍
を
支
え
た
。

　

就
任
３
年
目
の
夏
、家
宣
は
病
を
患
っ
た
。

病
床
か
ら
間
部
詮
房
に
対
し
、
自
ら
の
死
後

の
継
承
者
に
つ
い
て
、
幼
い
嫡
男
鍋な

べ
松ま
つ
（
４

歳
）
か
尾
張
藩
主
の
吉よ

し
通み
ち
（
24
歳
）
の
ど
ち

ら
に
し
た
ら
良
い
か
を
問
う
た
。
間
部
は
大

老
に
任
じ
ら
れ
た
井
伊
直
興
（
こ
の
時
、
直な

お

該も
り
に
改
名
）
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
配
下

の
儒
学
者
新
井
白は

く
石せ
き
を
加
え
て
出
し
た
結
論

は
「
重
臣
た
ち
が
二
派
（
鍋
松
派
と
尾
張
派
）
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に
分
か
れ
て
争
い
、
天
下
が
乱
れ
る
こ
と
を

避
け
る
こ
と
が
何
よ
り
肝
要
で
、
こ
こ
は
迷

う
こ
と
な
く
若
君
鍋
松
に
継
が
せ
る
べ
き
」

と
な
っ
た
。
家
宣
は
生
前
に
将
軍
家
の
家
督

を
鍋
松
に
継
が
せ
る
こ
と
を
決
意
し
、
10
月

に
没
し
た
。

　

７
代
将
軍
家
継

　

将
軍
家
を
相
続
し
た
鍋
松
は
、
正
二
位
権

大
納
言
に
叙
任
さ
れ
て
家い

え

継つ
ぐ
と
名
の
っ
た
。

翌
正
徳
３
年（
１
７
１
３
）３
月
に
元
服
し
、

４
月
将
軍
宣
下
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、

４
歳
の
幼
将
軍
が
誕
生
し
た
が
、
判
断
力
の

備
わ
っ
て
い
な
い
将
軍
だ
け
に
、
前
代
か
ら

引
き
続
き
務
め
て
い
る
側
用
人
間
部
の
役
割

は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
た
。
大
老
井
伊
直

興
は
役
目
を
終
え
翌
年
彦
根
に
戻
っ
た
。
間

部
は
御ご

用よ
う

方か
た

右ゆ
う

筆ひ
つ
の
補
佐
を
う
け
な
が
ら

政
治
を
進
め
た
が
、
猿
楽
師
出
身
の
間
部
に

は
荷
が
重
す
ぎ
た
所
為
か
、
目
立
っ
た
業
績

を
残
し
て
は
い
な
い
。

　

家
宣
・
家
継
の
治
世
で
は
、
む
し
ろ
老
中

に
出
番
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
老
中
制
の

も
と
で
は
、
将
軍
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
失

わ
れ
た
と
し
て
も
、
幕
政
は
大
き
く
停
滞
す

る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
た
。正
徳
６
年
４
月
、

家
継
は
数
え
年
８
歳
で
没
し
た
。

復
に
全
力
を
尽
く
し
た
。
こ
れ
以
前
か
ら
、

紀
州
藩
で
は
、度
重
な
る
江
戸
屋
敷
の
焼
失
、

将
軍
綱
吉
の
娘
鶴
姫
と
綱
教
と
の
婚
礼
、
綱

吉
の
藩
邸
へ
の
御
成
り
な
ど
に
大
金
を
費
や

し
、
財
政
難
に
陥
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
吉

宗
が
藩
主
を
継
い
だ
年
に
は
、
綱
教
・
光
貞
・

頼
職
と
大
き
な
葬
儀
が
続
き
、
藩
財
政
に
さ

ら
に
重
い
負
担
を
加
え
た
。
吉
宗
は
藩
財
政

の
再
建
に
取
り
組
み
、
支
出
の
抑
制
と
土
地

開
発
な
ど
に
よ
る
収
入
増
に
よ
り
、
よ
う
や

く
立
て
直
し
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

正
徳
６
年
（
１
７
１
６
）
４
月
、
幼
将

軍
家
継
が
没
す
る
と
、
老
中
は
後
継
将
軍
の

選
定
に
入
っ
た
。
６
代
家
宣
危
篤
の
際
、
家

宣
は
幼
い
次
期
将
軍
の
後
見
と
し
て
尾
張
藩

主
吉
通
の
名
を
告
げ
て
い
た
が
、
そ
の
吉
通

は
３
年
前
に
没
し
て
い
た
た
め
、
紀
州
藩
の

吉
宗
が
将
軍
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
吉

宗
も
綱
吉
や
家
宣
と
同
じ
く
外
部
か
ら
迎

　

紀
州
藩
主
徳
川
吉
宗

　

徳
川
吉
宗
は
、
貞
享
元
年
（
１
６
８
４
）

10
月
に
紀
州
藩
２
代
藩
主
徳
川
光
貞
の
４

男
と
し
て
和
歌
山
で
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
源

六
、
諱

い
み
なは
頼よ
り
方か
た
と
名
乗
っ
た
。
元
禄
９
年
４

月
、
13
歳
の
と
き
将
軍
綱
吉
に
初
め
て
御
目

見
え
、
同
年
12
月
に
は
従
四
位
下
左
近
衛
少

将
に
叙
任
さ
れ
た
。
こ
の
の
ち
何
事
も
な
け

れ
ば
一
小
大
名
と
し
て
終
わ
る
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
宝
永
２
年
５
月
、
三
代
目
藩
主
の
長

兄
綱つ

な

教の
り
が
没
し
、
あ
と
を
継
い
だ
次
兄
頼た
の

職も
と
も
同
年
９
月
に
死
去
し
た
た
め
、
思
い
が

け
ず
紀
州
和
歌
山
55
万
５
０
０
０
石
の
藩

主
と
な
っ
た
。
と
き
に
頼
方
22
歳
、
従
三
位

左
近
衛
権
中
将
に
叙
さ
れ
、
綱
吉
の
一
字
を

も
ら
っ
て
吉
宗
と
改
め
た
。

　

吉
宗
は
紀
州
藩
主
と
し
て
、
宝
永
２
年
か

ら
正
徳
６
年
ま
で
の
12
年
間
を
藩
財
政
の
回

月
、
将
軍
宣
下
の
式
が
行
わ
れ
た
。
吉
宗
の

将
軍
家
相
続
に
あ
た
り
、
綱
吉
や
家
宣
の
と

き
と
同
様
に
紀
州
藩
士
が
幕
臣
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
前
二
代
と
は
異
な
り

吉
宗
は
紀
州
徳
川
家
を
存
続
さ
せ
た
た
め
、

移
っ
た
家
臣
は
１
０
０
人
余
り
で
あ
っ
た
。

　

御
用
取
次

　

吉
宗
は
そ
れ
ま
で
の
側
用
人
を
廃
止
し
、

そ
の
代
わ
り
に
旗
本
ク
ラ
ス
の
側そ

ば

衆し
ゅ
うの
な
か

に
「
御ご

用よ
う

取と
り

次つ
ぎ
」
を
新
設
し
た
。
格
式
上

は
、
側
用
人
が
老
中
格
も
し
く
は
老
中
上
座

の
大
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
御
用
取
次
は

諸し
ょ

大だ
い

夫ふ

身
分
で
あ
る
の
で
、
か
な
り
格
下
げ

と
な
っ
た
。
初
代
の
御
用
取
次
に
任
命
さ
れ

た
小
笠
原
胤た

ね

次つ
ぐ
・
有
馬
氏う
じ

倫の
り
・
加
納
久ひ
さ

通み
ち

の
禄
高
は
、当
初
そ
れ
ぞ
れ
、２
５
０
０
石・

１
３
０
０
石
・
１
０
０
０
石
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
小
笠
原
は
享
保
２
年
に
隠
居
、
有
馬

と
加
納
の
２
人
は
享
保
11
年
に
よ
う
や
く

１
万
石
の
大
名
に
昇
進
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
吉
宗
の
意
図
は
、
側
用
人
制
度
そ
の
も

の
の
廃
止
で
は
な
く
、
同
じ
役
割
を
格
下
の

者
に
や
ら
せ
る
こ
と
で
、
俸
禄
額
を
節
約
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

格
式
や
禄
高
が
低
く
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
有
馬
や
加
納
が
接
触
で
き
る
対

象
者
の
範
囲
が
大
き
く
広
が
る
こ
と
に
な
っ

８代将軍吉宗

え
ら
れ
た
養
子
将
軍
で
あ
る
が
、

そ
の
将
軍
就
任
に
あ
た
り
、
側

用
人
政
治
に
反
発
す
る
門
閥
譜

代
た
ち
の
支
持
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
た
め
、
就
任
当

初
の
吉
宗
は
側
近
よ
り
も
老
中

の
側
に
重
心
を
移
す
政
治
姿
勢

が
と
ら
れ
た
。

　

享
き
ょ
う

保ほ
う
と
改
元
さ
れ
た
同
年
８
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た
。
つ
ま
り
、
側
用
人
は
代
を
重
ね
る
う
ち

に
格
式
が
高
く
な
り
、
将
軍
と
の
取
り
次
ぎ

範
囲
が
老
中
・
若
年
寄
り
な
ど
の
幕
閣
に
限

定
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
吉
宗
は
取

り
次
ぎ
役
を
旗
本
に
格
下
げ
し
た
こ
と
で
、

同
じ
旗
本
格
の
実
務
幕
吏
に
も
接
触
が
可
能

と
な
り
、
仕
事
の
成
果
が
上
が
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
手
法
は
、
吉

宗
が
紀
州
藩
主
と
し
て
藩
政
改
革
に
腕
を
ふ

る
っ
た
と
き
に
身
に
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

幕
府
財
政
の
逼
迫

　

吉
宗
の
幕
政
改
革
の
中
核
部
分
は
財
政
の

再
建
で
あ
っ
た
。
５
代
綱
吉
の
頃
か
ら
顕
著

に
な
っ
た
幕
府
財
政
の
窮
乏
は
慢
性
化
し
、

年
ご
と
に
逼
迫
の
度
を
高
め
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
改
革
は
、
幕
府
直
轄
領
の
支
配
強
化
と

勘
定
所
の
機
構
改
革
、
貢
租
収
納
の
増
収
策

な
ど
が
中
心
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
勘
定
奉
行

の
配
下
で
直
轄
領
内
に
お
い
て
地
域
ご
と
の

管
理
を
担
当
す
る
代
官
の
配
置
替
え
と
不
良

代
官
の
処
罰
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
綱
吉
・

家
宣
・
吉
宗
の
旧
家
臣
か
ら
幕
臣
に
移
っ
た

者
た
ち
の
多
く
を
勘か

ん

定
じ
ょ
う

方が
た
へ
組
み
込
み
、

勘
定
所
組
織
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
勘
定
奉
行
の
下
の
勘
定
方
が
訴

訟
な
ど
を
扱
う
公く

事じ

方が
た
と
、
勝か
っ
手て

方が
た
と
い
う

直
轄
領
支
配
と
財
政
運
営
に
取
り
組
む
部
門

と
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
勘
定
奉
行
の

上
司
で
あ
る
老
中
は
、
月
番
合
議
制
で
専
任

を
置
か
な
い
慣
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
吉
宗
は

勝
手
方
老
中
と
し
て
水
野
忠た

だ

之ゆ
き
や
松
平
乘の
り

邑む
ら
を
任
命
し
、
月
番
制
や
老
中
合
議
制
か
ら

は
ず
し
て
、
財
務
関
係
の
仕
事
に
専
念
さ
せ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
勝
手
方
組

織
の
拡
充
が
ほ
ぼ
完
成
し
幕
府
の
吏
僚
組
織

の
真
ん
中
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　

享
保
の
改
革

　

吉
宗
に
よ
る
享
保
の
改
革
が
現
実
に
立
脚

し
た
政
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
、
農
村
地

域
で
の
代
官
所
組
織
を
柱
と
し
て
幕
府
の
支

配
は
強
化
さ
れ
、
幕
府
財
政
も
一
応
の
安
定

を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
改
革
の
全
容
に

触
れ
る
こ
と
は
本
論
の
主
旨
で
は
な
い
の
で

説
明
を
省
く
が
、
吉
宗
が
実
施
し
た
い
く
つ

か
の
施
策
は
、
そ
の
後
の
幕
府
財
政
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
享
保
７
年
に
出
さ
れ
た
「
上あ

げ
米ま
い
の

制
」
に
つ
い
て
、
万
石
以
上
の
諸
大
名
に
対

し
て
石
高
１
万
石
に
つ
き
１
０
０
石
の
コ
メ

の
上
納
を
命
じ
、
そ
の
代
わ
り
に
参
勤
交
代

の
江
戸
在
府
年
限
を
半
減
す
る
と
い
う
制
度

で
あ
る
。
上
米
総
額
は
年
間
で
18
万
石
以
上

に
の
ぼ
り
、
幕
府
の
貢
租
収
納
量
が
一
時
的

に
15
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
増
加
し
た
の
で
あ
る

が
、
享
保
15
年
に
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
諸

大
名
に
と
り
、
在
府
期
間
の
減
少
は
経
費
の

節
減
に
は
繋
が
ら
ず
、
た
だ
藩
財
政
の
負
担

が
増
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

定
免
法
の
導
入

　

つ
ぎ
に
、
年
貢
増
徴
の
施
策
と
し
て
行
わ

れ
た
、「
検け

見み

法
」
か
ら
「
定
じ
ょ
う

免め
ん
法
」
へ
の

変
更
に
つ
い
て
で
あ
る
。
検
見
法
は
、
毎
年

作
高
を
検
査
し
て
年
貢
高
を
決
定
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
手
間
が
か
か
る
う
え
に
、
稲

の
品
種
も
増
え
商
品
作
物
の
栽
培
も
加
わ
っ

て
、
そ
の
実
施
が
極
め
て
難
し
く
な
っ
て
い

た
。
定
免
法
は
過
去
数
年
間
の
収
穫
高
の
平

均
か
ら
年
貢
高
を
決
定
し
、
不
作
の
と
き
以

外
は
変
更
し
な
い
と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
農

民
に
と
っ
て
有
利
だ
と
い
う
理
由
で
、
従

来
の
四
公
六
民
か
ら
五
公
五
民
へ
の
貢
租

率
ア
ッ
プ
の
交
換
条
件
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

定
免
法
の
採
用
に
よ
っ
て
、
豊
作
の
と
き

や
農
業
生
産
力
の
上
昇
に
よ
っ
て
農
民
の
手

に
余
剰
生
産
物
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

後
農
村
に
お
け
る
商
業
や
手
工
業
の
展
開
を

促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
幕
府
と
し

て
は
、
年
貢
米
の
徴
収
量
が
一
時
的
に
増
加

し
た
の
で
あ
る
が
、そ
の
後
頭
打
ち
と
な
り
、

や
が
て
下
降
線
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。

　

三
卿
の
創
設

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
吉
宗
が
遺の
こ
し
た
問

題
の
タ
ネ
は
、「
三さ

ん

卿き
ょ
う」
の
創
設
で
あ
っ
た
。

吉
宗
自
身
が
御
三
家
の
ひ
と
つ
紀
州
徳
川
家

の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の

将
軍
は
紀
州
徳
川
家
所ゆ

か
り縁
の
者
が
将
軍
職
を

継
ぐ
形
と
な
り
、吉
宗
の
血
を
引
く
田
安
家
、

一
橋
家
そ
し
て
清
水
家
の
三
家
の
中
か
ら
選

ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
三
家
を
三
卿

と
呼
ぶ
が
、
御
三
家
と
三
卿
の
違
い
は
、
御

三
家
は
そ
れ
ぞ
れ
尾
張
、
紀
州
、
水
戸
に
領

国
を
も
っ
て
い
る
が
、
三
卿
は
固
有
の
領
国

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
三
卿
が
使
用
す
る
土
地
と
施
設
は
幕
府

の
財
産
で
あ
り
、
必
要
な
経
費
は
す
べ
て
幕

府
の
財
政
か
ら
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
将
軍
た

ち
の
意
識
に
、
あ
る
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
触
れ
な
い
で

お
き
た
い
。

　

９
代
家
重
と
10
代
家
治

　

延
享
２
年
（
１
７
４
５
）、
吉
宗
は
嫡
男

家い
え
重し
げ
に
将
軍
職
を
譲
っ
た
が
、
宝
暦
元
年
に
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世
を
去
る
ま
で
の
６
年
間
、
家
重
の
後
見
役

と
し
て
大お

お
御ご

所し
ょ
政
治
を
行
っ
た
。
家
重
は
言

葉
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
た
め
吉
宗
が
没
す
る

と
、
将
軍
の
言
葉
を
解
す
る
側
衆
の
大
岡
忠た

だ

光み
つ
が
側
用
人
に
任
ぜ
ら
れ
、
政
治
の
実
権
を

握
っ
て
側
用
人
政
治
が
復
活
し
た
。

　

家
重
は
15
年
間
在
位
の
の
ち
、
宝
暦
10
年

（
１
７
６
０
）
生
前
に
嫡
男
の
家い

え
治は
る
に
将
軍

職
を
譲
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
家
重
の
小
姓
か

ら
出
世
を
遂
げ
、
家
治
の
信
任
を
得
て
側
用

人
に
昇
っ
た
田
沼
意お

き
次つ
ぐ
が
幕
政
の
中
核
に
座

を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
吉
宗
の
政
治
が
孫

の
家
治
の
治
世
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た

ら
す
の
か
、
そ
れ
は
次
の
第
３
話
で
述
べ
た

い
。

　

ま
と
め

　
　

―
―
５
代
綱
吉
と
８
代
吉
宗
の
評
価

　

江
戸
時
代
の
15
人
の
徳
川
将
軍
を
評
価
し

ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
を
目
に
す
る
こ
と

が
あ
る
。
初
代
家
康
は
別
格
と
し
て
も
、
８

代
吉
宗
の
名
は
家
康
の
す
ぐ
下
か
、
そ
の
次

く
ら
い
に
は
常
に
在
る
。
上
位
の
五
指
に
は

秀
忠
・
家
光
・
慶
喜
が
必
ず
入
る
が
、
５
代

綱
吉
は
そ
の
下
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
10
位

以
下
で
あ
り
、
綱
吉
の
評
価
は
決
し
て
高
く

な
い
。

　

将
軍
に
限
ら
ず
為
政
者
を
評
価
す
る
場

合
、
伝
統
的
に
は
個
々
の
人
物
の
能
力
や
業

績
、
人
と
な
り
を
比
較
す
る
手
法
が
用
い
ら

れ
る
。
そ
の
手
法
で
将
軍
綱
吉
を
俎
上
に
あ

げ
れ
ば
、
た
ぶ
ん
減
点
項
目
が
多
く
と
て
も

合
格
点
に
達
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、

視
点
を
ず
っ
と
高
く
し
て
時
代
を
俯
瞰
す
る

と
こ
ろ
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
綱
吉
の
評
価

は
違
っ
て
く
る
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
考

え
る
。

　

徳
川
幕
府
が
達
成
し
た
「
元
和
偃
武
」
を

制
度
的
に
固
め
た
の
が
家
光
で
あ
る
な
ら
、

綱
吉
の
文
治
政
治
は
儒
教
を
基
礎
に
置
い
た

精
神
革
命
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
魂
を
吹
き
込

ん
だ
と
い
え
る
。
綱
吉
は
、
現
代
に
通
じ
る

「
安
心
安
全
な
世
の
中
づ
く
り
」
へ
果
断
に

踏
み
出
し
た
冒
険
家
で
あ
っ
た
。
余
り
に
も

大
胆
な
そ
の
発
想
を
周
囲
の
者
た
ち
は
ほ
と

ん
ど
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
吉
宗
は
、

幕
閣
や
幕
臣
た
ち
へ
の
気
遣
い
や
心
配
り
の

上
手
な
将
軍
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
吉
宗
に
対

す
る
従
来
の
高
評
価
に
大
き
く
反
映
し
て
い

る
と
思
う
。
現
代
と
違
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
や

世
論
調
査
が
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
同

時
代
の
重
臣
た
ち
や
身
の
回
り
の
者
た
ち
の

評
価
が
、
そ
の
ま
ま
公
式
・
非
公
式
の
記
録

に
遺
さ
れ
た
。
平
成
の
時
代
に
入
っ
て
古
文

書
の
発
掘
や
解
読
が
進
み
、
歴
史
上
の
出
来

事
の
事
実
関
係
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た

今
、
歴
史
上
の
人
物
も
評
価
し
直
す
時
機
に

定
方
役
人
の
拡
充
、
大
老
職
の
役
割
変
更
な

ど
、
綱
吉
の
治
世
で
始
ま
っ
た
制
度
や
慣
習

は
い
ず
れ
も
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
お

り
、
そ
の
政
治
に
も
っ
と
高
評
価
を
与
え
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
綱
吉
個
人

の
能
力
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
側
近
や
重
臣
な
ど
周
り
の
者
を
本
気

に
さ
せ
る
力
、
そ
れ
を
綱
吉
が
も
っ
て
い
た

と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
も
将
軍
の
力
量
で
あ

ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
将
軍
マ
ジ
ッ
ク
」

で
人
を
動
か
す
術

じ
ゅ
つ、
綱
吉
は
こ
れ
を
会
得
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

私
に
は
、綱
吉
の
治
政
で
播
か
れ
た
種
が
、

吉
宗
の
時
代
に
丁
度
収
穫
期
を
迎
え
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
に
優
劣
を
つ
け
る
こ

と
の
意
味
は
な
い
が
、
綱
吉
に
は
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
を
与
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
吉
宗
の
評
価
は
、
そ
の
後

の
政
治
の
成
り
行
き
や
幕
閣
た
ち
の
働
き
を

見
極
め
て
か
ら
下
し
て
も
遅
く
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

将
軍
綱
吉
は
明
君
か
暗
君
か
、
か
ら
始

ま
っ
た
第
二
話
で
あ
る
が
、私
は
「
綱
吉
は
、

老
中
や
側
用
人
を
は
じ
め
将
軍
を
取
り
巻
く

多
く
の
人
た
ち
に
鍛
え
ら
れ
て
、
歴
代
将
軍

の
中
で
も
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
名
君
と

な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
結
び
た
い
。

（
第
２
話
終
わ
り
）

９代将軍家重

５代将軍綱吉

来
て
い
る
と
考
え
る
。

　

綱
吉
は
人
間
と
し
て
は
未
熟
で
、

「
君
子
」
と
は
程
遠
い
。
特
に
、
将

軍
に
な
り
た
て
の
時
期
は
「
暴
君
」

そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
２
代

目
側
用
人
の
柳
沢
吉
保
と
い
う
補

佐
役
を
得
て
、
大
き
く
成
長
し
た
と

私
は
理
解
し
て
い
る
。
文
治
政
治
へ

の
転
換
、
側
用
人
の
起
用
、
幕
府
勘


