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謹
ん
で
調
べ
る
に
、
我
が
藩
祖
藤
堂
高
通
公
は
、
寛
文
九
年
に
初
め

て
久
居
に
領
地
を
貰
い
、
翌
年
の
八
月
に
荒
れ
地
を
開
拓
し
て
城
を
造

り
政
治
を
始
め
る
と
、
公
の
評
判
を
聞
き
慕
う
住
民
は
四
方
か
ら
集
ま

っ
て
、
た
ち
ま
ち
民
家
が
軒
を
連
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
は
そ
こ
で

寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
年
）
七
月
十
七
日
、
初
め
て
入
城
さ
れ
た
が
、

久
居
の
町
の
建
設
は
正
に
こ
の
時
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
約
二

百
年
、
第
十
六
代
高
邦
公
の
藩
籍
を
朝
廷
に
お
返
し
す
る
ま
で
、
立
派

な
君
主
が
相
継
い
で
出
ら
れ
、
御
自
ら
倹
約
に
励
み
、
思
い
遣
り
の
あ

る
政
治
を
行
っ
て
、
武
士
や
住
民
を
可
愛
が
ら
れ
た
の
で
、
公
の
徳
の

感
化
が
広
く
及
ん
で
領
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
楽
し
ん
だ
。
中
で
も

八
代
高
朶

た
か
え
だ

・
十
二
代
高
兌

た
か
さ
わ

の
二
公
は
、
飢
饉
に
備
え
て
義
倉
を
創
設
せ

ら
れ
、
十
四
代
高
柹

た
か
か
つ

公
が
文
学
を
奨
励
さ
れ
、
十
五
代
高
聴

た
か
よ
り

公
が
畚
插

ほ
ん
そ
う

（
ふ
ご
や
鋤
）
を
執
っ
て
、
荒
れ
地
を
開
拓
さ
れ
た
よ
う
な
、
際
立
っ

た
政
治
的
な
功
績
は
す
べ
て
記
し
切
れ
な
い
。
そ
う
し
て
町
民
は
何
時

も
恩
恵
を
受
け
家
畜
は
日
と
共
に
繁
殖
し
て
い
っ
た
。 

藩
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
町
の
勢
い
は
急
に
衰
え
、
ほ
と
ん
ど
昔
の
状



態
を
な
く
し
た
が
、
明
治
四
十
一
年
に
津
衛
戍
部
隊
が
郊
外
に
置
か
れ

た
時
か
ら
人
口
が
俄 に

わ

か
に
増
加
し
、
産
業
も
そ
れ
に
つ
れ
て
発
達
し
、

大
正
九
年
十
月
一
日
現
在
で
世
帯
数
一
千
百
八
十
五
に
達
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
町
民
は
そ
の
因
る
所
を
忘
れ
な
い
で
、
藩
祖
が
此
の
町
を

創
建
さ
れ
た
ご
恩
を
慕
い
仰
ぎ
、
歴
代
の
藩
公
が
い
ず
れ
も

慈
い
つ
く

し
み

育
て
て
く
れ
た
恩
恵
を
慕
っ
て
や
ま
な
い
。
以
前
高
通
公
を
八
幡
神
社

に
併
せ
祀
っ
て
い
た
が
、
明
治
の
初
め
に
旧
城
跡
に
合
祀
し
て
、
久
居

神
社
と
呼
び
、
そ
の
後
又
、
八
幡
神
社
に
合
祀
し
て
、
野
辺
野
神
社
と

呼
ん
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
町
民
が
藩
祖
を
敬
う
こ
と
の
慎
み
深
い

こ
と
は
初
め
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、
今
で
は
祖
公
の
入
城
か
ら
丁
度

二
百
年
を
隔
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
民
は
相
談
し
て
資
金
を
集
め
、

碑
を
久
居
神
社
の
跡
で
あ
る
旧
城
跡
に
建
て
、
そ
の
由
来
を
刻
み
町
民

の
追
慕
の
誠
を
表
し
併
せ
て
町
の
創
設
を
末
永
く
記
念
し
よ
う
と
し

て
、
そ
の
文
を
嘉
衛
に
求
め
た
。
嘉
衛
は
も
と
旧
久
居
藩
の
儒
官

じ
ゅ
か
ん

（
儒

学
で
使
え
る
官
）
の
末
席
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
情
誼
（
真
心

の
こ
も
っ
た
付
き
合
い
）
か
ら
も
断
れ
な
い
の
で
謹
ん
で
文
を
書
い
て

子
孫
に
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。 

大
正
拾
年
十
一
月 

佐
野
嘉
衛
撰
併
書 

 

 

 


