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七十五膳　お供えを手渡しで奉納する
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若
宮
八
幡
宮
の
大
祭
「
神
こ
ろ
ば
し
と
七
十
五
膳
」

藤
枝
市
岡
部
町
岡
部
の
若
宮
八
幡
宮
に
は
、
三
年
に
一
度

の
大
祭
で
　
「
神
こ
ろ
ば
し
と
七
十
五
膳
」
と
い
う
め
ず
ら
し

い
神
事
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
三
年
は
ち
ょ

う
ど
大
祭
の
年
に
あ
た
り
、
境
内
に
大
勢
の
見
物
人
が
集
ま

る
な
か
、
氏
子
た
ち
に
よ
り
伝
統
の
祭
り
が
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。若

宮
八
幡
宮
は
社
伝
に
よ
る
と
今
か
ら
千
年
く
ら
い
前

に
こ
の
地
に
祀
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
現
在
の
本
殿
は
江
戸
時

代
の
初
め
頃
の
も

の
だ
そ
う
で
す
。

今
は
三
年
に
一

度
、
九
月
の
第
二

日
曜
に
行
わ
れ
ま

す
が
、
江
戸
時
代

の
　
『
駿
河
国
新
風

土
記
』
と
い
う
書

物
に
よ
れ
ば
旧
暦

八
月
十
三
日
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

「
七
十
五
膳
」

と
は
神
前
に
供
え

る
た
く
さ
ん
の
神

餞
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
品
目
の
大

小
、
個
数
は
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
て
、
粟
、
キ
ビ
、
稗
そ
れ

ぞ
れ
三
穂
ず
っ
と
か
、
ツ
ボ
　
（
タ
ニ
シ
）
四
個
な
ど
、
現
在
で

は
調
達
す
る
の
が
難
し
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
廻
沢
、
横

添
、
川
原
、
上
の
町
・
貝
立
、
下
の
町
、
横
町
・
天
神
前
の
六

町
内
に
分
担
し
て
確
実
に
準
備
さ
れ
ま
す
。
小
さ
な
板
き

れ
の
膳
に
盛
ら
れ
た
品
々
を
見
る
と
昔
の
食
生
活
が
し
の

ば
れ
ま
す
。
な
か
に
は
円
錐
形
の
　
「
む
す
び
」
に
マ
コ
モ
の

鉢
巻
を
し
た
も
の
や
、
二
つ
切
り
に
し
た
ナ
ス
を
伏
せ
て
果

物
や
豆
を
串
に
さ
し
て
立
て
る
な
ど
独
特
の
供
え
方
を
す

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
神
殿
の
後
ろ
に
土
か
ま
ど
を
作
っ

て
新
米
を
炊
き
、
釜
の
中
心
部
の
御
飯
だ
け
を
取
り
上
げ
て

熱
い
ま
ま
　
「
む
す
び
」
に
す
る
な
ど
、
昔
の
し
き
た
り
が
守

ら
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
県
の
古
い
神
社
や
、
県
内
で
は
相
良

の
一
幡
神
社
に
も
似
た
よ
う
な
お
供
え
が
あ
り
ま
す
。

準
備
さ
れ
た
七
十
五
膳
は
、
決
め
ら
れ
た
順
序
に
従
い
、

榊
の
葉
を
口
に
く
わ
え
た
神
役
に
よ
っ
て
一
礼
一
拍
手
し

な
が
ら
手
か
ら
手
に
順
次
送
っ
て
い
き
神
前
に
供
え
ら
れ

ま
す
。
色
と
り
ど
り
の
お
供
え
や
、
祭
り
に
奉
仕
す
る
人
々

の
衣
装
の
色
合
い
が
大
変
美
し
い
祭
り
で
す
。

「
神
こ
ろ
ば
し
」
は
別
名
「
瓶
こ
ろ
ば
し
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

祭
り
の
日
に
は
境
内
の
東
端
に
、
泰
平
所
と
呼
ば
れ
る
椎

の
枝
葉
で
囲
っ
た
場
所
が
作
ら
れ
ま
す
。
中
に
は
　
「
お
獅

朝
比
奈
川
で
身

を
浄
め
た
白
鉢

巻
・
白
腹
帯
の

若
者
三
、
四
〇

人
が
泰
平
所
か

ら
繰
り
出
し
、

練
り
廻
り
な
が

ら
供
え
る
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
「
延
」

「
蘭
莫
産
」
は
、

村
の
古
参
の
者

を
延
や
南
東
産

で
く
る
み
、
揉

み

あ

い

練

り

合
い
し
な
が
ら

引
き
回
し
、
境
内
の
北
の
隅
で
全
員
一
緒
に
転
び
、
再
び
起

き
上
が
っ
て
東
の
隅
で
転
び
、
拝
殿
前
ま
で
行
き
献
上
し
ま

す
。
祭
り
は
　
「
瓶
」
の
献
上
で
最
高
潮
に
達
し
ま
す
。
二
間

（
三
．
六
メ
ー
ト
ル
）
く
ら
い
の
太
い
青
竹
の
中
央
に
、
新

ラ
で
瓶
の
形
に
編
ん
だ
も
の
を
吊
る
し
、
片
一
屑
を
そ
ろ
え

か
つ
ぎ
、
掛
け
声
と
と
も
に
威
勢
よ
く
操
み
合
い
ま
す
。

の
隅
で
転
び
、
起
き
上
が
る
と
肩
を
入
れ
替
え
、
一
段
と

し
く
練
っ
て
東
の
隅
で
転
び
ま
す
。
最
後
は
神
殿
前
の

へ
い
が
し
ら

御
膳
」
　
「
御
内
膳
」
　
「
御
丁
屋
の
御
膳
」
　
「
延
」
　
「
蘭
莫

「
瓶
」
が
用
意
さ
れ
て
い
て
順
に
献
供
さ
れ
ま
す
が
、

平
頭
が
　
「
瓶
」
を
受
け
取
り
、
七
五
三
に
酒
を
酌
む
し
ぐ
さ

を
し
ま
す
。
そ
の
後
、
拝
殿
で
は
宮
司
、
氏
子
総
代
ら
が

「
蘭
莫
産
」
の
上
に
坐
り
、
「
御
丁
屋
の
御
膳
」
を
前
に
泰

平
頭
か
ら
御
神
酒
を
い
た
だ
き
、
め
で
た
く
神
事
が
終
了

と
な
り
ま
す
。

お
膳
の
名
前
や
お
供
え
の
形
な
ど
、
日
本
の
祭
り
の
古
い

形
式
を
伝
え
て
い
る
点
で
若
宮
八
幡
の
祭
り
は
大
変
貴
重

な
も
の
と
い
え
ま
す
。（

民
俗
担
当
調
査
補
助
員
　
中
村
真
由
美
）



早島の少者物絡

昔の話をしてくれる堀江重－さん（昭和3年生）

昭和30年頃の田中城跡　右下が平島地区、右斜め下へ向かう道が御成街道
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◇
む
か
し
の
面
影
－
御
成
街
道
・
上
当
間
川

徳
川
家
康
が
通
っ
た
と
い
う
御
成
街
道
は
、
田
中
城

か
ら
平
島
を
通
っ
て
八
幡
橋
へ
通
じ
て
い
ま
す
。
私

の
家
の
と
こ
ろ
で
街
道
が
直
角
に
曲
が
っ
て
い
ま
す
。

御
成
街
道
に
は
昭
和
の
初
め
ま
で
松
並
木
が
植
わ
っ

て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
私
の
子
ど
も
の
頃
に

は
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
松
が
植
わ
っ
て
い

た
盛
り
土
を
崩
し
て
、
ト
ロ
ッ
コ
で
運
ん
で
他
の
道

路
を
つ
く
つ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
御
成
街
道
は
元
々

少
し
う
ね
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
の
大

規
模
な
土
地
改
良
に
よ
っ
て
真
っ
直
ぐ
の
一
本
道
と

な
り
、
古
道
の
面
影
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

次
に
上
当
間
用
水
の
こ
と
で
す
。
大
井
川
用
水
が

完
成
し
て
農
業
用
水
に
利
用
さ
れ
る
昭
和
三
十
五
、
六

年
ま
で
、
江
戸
時
代
以
来
、
上
当
間
川
か
ら
水
を
取
っ

て
い
ま
し
た
。
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
田
植
え
で

水
が
必
要
な
と
き
に
、
田
ん
ぼ
の
堰
を
あ
げ
て
、
川

か
ら
水
を
引
き
ま
し
た
。
平
島
と
上
当
間
は
、
江
戸

時
代
に
上
当
間
川
か
ら
の
取
水
を
め
ぐ
っ
て
水
争
い

を
し
て
　
い
　
る

の
で
、
昭
和
に

な
っ
て
も
水
を

引
く
と
き
は
お

互
い
気
を
便
い

ま
し
た
。
水
は

田
植
え
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い

命
の
綱
で
す
。

上
流
か
ら
順
番

に
水
を
引
く
の

で
、
上
流
で
水

を
取
り
す
ぎ
て

し
ま
う
と
、
下
流
に
ま
で
水
が
十
分
に
行
き
渡
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
、
田
ん
ぼ
へ
引
く
水
の
量
を
上
流
か
ら
下

流
へ
と
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
分
す
る
た
め
に
、
夜
に
は
、

平
島
・
上
当
間
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
水
番
が
出
て
、
水
の
管

理
を
し
て
い
ま
し
た
。
不
公
平
な
取
水
が
行
わ
れ
な
い

よ
う
監
視
の
目
を
光
ら
せ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し

た
水
番
も
大
井
川
用
水
が
完
成
し
て
水
が
潤
沢
に
行
き

渡
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
役
目
を
終
え
ま
し
た
。

◇
盛
ん
だ
っ
た
イ
グ
サ
栽
培

田
中
城
跡
か
ら
平
島
に
か
け
て
の
低
地
（
湿
地
帯
）

は
ミ
ズ
ッ
タ
　
（
水
田
）
と
呼
ば
れ
、
瀬
戸
川
の
伏
流
水

が
湧
き
出
す
所
で
し
た
。
い
つ
も
き
れ
い
な
水
が
湧
い

て
い
る
所
で
は
、
琉
球
と
い
わ
れ
る
イ
グ
サ
　
（
蘭
草
）

を
栽
培
し
て
、
畳
表
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
記
憶

で
は
、
当
時
平
島
で
は
農
家
四
〇
軒
く
ら
い
が
イ
グ
サ

を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
イ
グ
サ
の
苗
を
植
え
る
の

は
五
月
で
、
丈
が
一
．
五
メ
ー
ト
ル
位
に
伸
び
た
八
月

に
鎌
で
刈
り
取
っ
て
、
晴
れ
た
日
に
瀬
戸
川
の
河
原
へ

持
っ
て
い
っ
て
二
日
間
天
日
干
し
に
し
ま
し
た
。
天
日

干
し
に
す
る
と
イ
グ
サ
が
青
々
と
し
て
き
て
、
商
品
価

値
が
高
く
な
り
ま
す
。
八
月
は
台
風
シ
ー
ズ
ン
な
の
で
、

台
風
で
イ
グ
サ
が
倒
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
一
番
怖
か
っ

た
で
す
。
田
中
城
跡
の
堀
は
高
い
土
塁
に
遮
ら
れ
て
風

当
た
り
が
強
く
な
い
の
で
、
イ
グ
サ
栽
培
に
は
適
し
て

い
ま
し
た
。

秋
か
ら
は
、
機
械
で
半
分
に
割
っ
た
イ
グ
サ
の
茎
を

織
る
仕
事
に
な
り
ま
す
。
独
特
の
機
織
り
機
で
イ
グ

サ
の
茎
と
タ
テ
糸
を
織
り
込
ん
で
い
く
仕
事
は
、
お
も

に
女
性
の
仕
事
で
し
た
。
手
作
業
だ
か
ら
重
労
働
で
、

「
嫁
に
行
く
な
ら
平
島
お
よ
し
　
昼
は
田
の
草
・
蘭
田

の
草
、
夜
は
カ
イ
ソ
（
＊
タ
テ
糸
の
こ
と
）
で
身
を
や
つ
し
」

と
い
わ
れ
た
よ

う
に
、
昼
の
雑

草
取
り
と
イ
グ

サ
織
り
で
女
性

は
大
変
だ
っ
た

の
で
す
。
六
畳

用
・
八
畳
用
に

丸
め
て
束
に
し

た
畳
表
は
、
冬

か
ら
畳
表
生
産

組
合
で
取
り
ま

と
め
て
、
畳
屋

さ
ん
へ
販
売
し

ま
し
た
。
平
島

の
公
会
堂
で
月

に
二
～
三
回
、

業

者

に

よ

る

入
札
を
行
い
、

最
高
値
を
つ

け
た
業
者
が
買
い
取
り
ま
し
た
。
年
末
に
一
番
値
が
高

く
、
ま
た
業
者
は
藤
枝
・
青
島
・
岡
部
・
焼
津
な
ど
地

元
の
畳
屋
が
中
心
で
し
た
。
畳
表
の
販
売
は
現
金
収
入

が
あ
っ
た
の
で
、
農
家
に
と
っ
て
大
き
な
魅
力
で
し
た
。

し
か
し
、
戦
後
の
土
地
改
良
に
よ
っ
て
、
平
島
周
辺
の

田
ん
ぼ
が
湿
田
か
ら
乾
田
へ
と
変
わ
っ
た
た
め
、
湧
水

が
出
な
く
な
り
、
昭
和
三
十
五
、
六
年
に
は
自
然
と
イ
グ

サ
の
栽
培
は
終
わ
り
に
な
り
ま
し
た
。
乾
田
で
は
二
毛

作
が
可
能
な
た
め
、
平
島
の
農
家
は
、
稲
作
と
野
菜
栽

培
な
ど
に
転
換
し
て
い
き
ま
し
た
。

※
平
成
二
十
四
年
三
月
、
堀
江
垂
一
氏
よ
り
聞
き
取
り
の
抜
粋

（
市
史
編
さ
ん
調
査
協
力
員
〔
西
益
津
地
区
）
　
堀
江
重
一
）



尾張藩岡部宿役所宛ての五十海村藤八の嘆願書

拝領の羽織袴の上覧と藤∧柿の献上を願うもの

藤八宛ての田中藩からの呼び出し状と封紙
藩主家督相続の祝い物を下賜するので役所へ出向くようにという内容
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藤
八
柿
の
い
わ
れ
と
五
十
海
村
椿
本
家
の
由
緒

十
・
品
で
J

新
大

徳
川
家
康
が
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
十
五
日
、
美
濃
国

関
ケ
原
で
天
下
分
け
目
の
大
決
戦
を
行
い
、
石
田
三
成
が
指
揮
す

る
西
軍
を
破
っ
て
勝
利
を
収
め
、
天
下
の
覇
権
を
手
に
し
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
す
。
関
ケ
原
の
戦
い
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
江

戸
に
い
た
家
康
は
慎
重
を
期
し
、
自
ら
の
東
軍
に
属
し
た
豊
臣
恩

顧
の
大
名
の
動
向
を
見
極
め
た
う
え
で
、
九
月
一
日
に
江
戸
を
出

発
し
ま
し
た
。
東
海
道
を
西
上
し
、
十
一
日
に
尾
張
国
清
洲
（
愛

知
県
清
洲
市
）
に
到
着
、
翌
日
か
ら
決
戦
場
へ
と
軍
を
進
め
ま
す
。

鼻

甘

雷

蚤

￥

等

－

五

弦

壇

1

　

℃

呼

著

者

五

号

頗

官

尊

入

札

葦

　

嵐

　

縁

嵐

嵐

藍

貰

粧

す

ノ

亀

や

7

有

り

宜

笹

を

範

が

萱

尋

争

去

各

・

各

食

嘗
扱
d
l
音
加
へ
招
孝
暮
し
十
抒

魚
心
ゾ
ダ
官
払
藍
葛
ナ
い
け

摩

、

兢

蜃

腺

登

坤

感

．

苦

　

　

　

　

　

　

熱

へ

吾
が
人
◎

1ヽ－－

さ
て
、
東
海
道
を
西
へ
進
む
家
康
が
、
藤
枝
宿
を
通
過
す
る
と

き
、
戦
勝
を
予
感
さ
せ
る
お
め
で
た
い
出
来
事
に
遭
遇
し
ま
し

た
。
藤
八
柿
の
吉
事
で
す
。
こ
の
一
件
は
、
こ
れ
ま
で
『
駿
河
記
』

に
書
か
れ
た
記
述
の
み
で
藤
枝
の
伝
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
最
近
、
藤
八
柿
の
由
来
を
記
し
た
江
戸
時
代
の
古
文
書

が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
ま
す
。

西
上
途
中
の
家
康
は
、
九
月
六
日
に
藤
枝
宿
吹
崖
町
の
洞
雲

寺
に
休
憩
の
た
め
立
ち
寄
り
ま
す
。
こ
の
と
き
洞
雲
寺
の
檀
家

で
あ
っ
た
五
十
海
村
（
藤
枝
市
五
十
海
）
の
百
姓
・
橋
本
藤
八
が
、

家
康
に
　
「
樹
木
柿
」
を
献
上
し
ま
す
。
家
康
よ
り
柿
の
名
前
を

尋
ね
ら
れ
た
た
め
、
藤
八
は
美
濃
柿
と
答
え
ま
す
。
こ
れ
を
聞

い
た
家
康
は
、
西
軍
の
本
陣
が
置
か
れ
た
「
美
濃
国
大
垣
を
手

に
入
れ
る
（
大
垣
城
を
攻
略
す
る
）
と
い
う
吉
兆
だ
」
と
大
変
喜

び
ま
し
た
。
果
た
し
て
関
ケ
原
で
大
勝
し
、
そ
の
通
り
と
な
っ

た
の
で
、
家
康
は
江
戸
へ
帰
陣
の
折
、
藤
八
の
私
宅
を
訪
れ
「
何

な
り
と
望
み
を
申
せ
」
と
命
じ
ま
し
た
。
藤
八
は
家
康
の
私
宅

へ
の
御
成
り
だ
け
で
も
余
り
あ
る
光
栄
だ
と
固
辞
し
た
た
め
、

家
康
は
、
羽
織
・
袴
・
お
椀
を
藤
八
へ
与
え
ま
し
た
。
ま
た
、
美

濃
柿
の
こ
と
を
今
後
、
藤
八
柿
と
呼
ぶ
よ
う
に
命
じ
、
駿
河
国
で

は
江
戸
時
代
に
藤
八
柿
の
名
前
で
通
っ
た
そ
う
で
す
。

さ
て
、
橋
本
藤
八
の
家
で
は
、
の
ち
に
東
照
宮
と
し
て
神
格
化

さ
れ
た
家
康
と
の
交
流
を
、
家
の
名
誉
と
し
て
代
々
伝
え
ま
し

た
。
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
家
の
由
緒
や
家
宝
の
拝
領
品
を
そ
の

時
々
の
権
力
者
に
認
識
し
て
も
ら
う
よ
う
願
い
出
て
、
先
祖
の
功

績
と
家
の
名
誉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
努
め
ま
し
た
。
東
海
道
を

往
来
す
る
徳
川
一
門
の
諸
大
名
や
地
元
の
田
中
藩
主
に
対
し
て
、

欄
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家
康
か
ら
の
拝
領

品
で
あ
る
羽
織
・

袴
の
上
覧
を
願
っ

て
実
現
し
て
い
ま

す
。
古
文
書
か
ら

う
か
が
え
る
拝
領

品
を
閲
覧
し
た
と

思
わ
れ
る
大
名
は
、

松
平
大
和
守
（
川
越

藩
松
平
家
の
当
主

と
推
定
）
や
尾
張
徳

川
家
、
さ
ら
に
田
中

藩
主
の
本
多
正
珍
・

本
多
正
供
な
ど
で

す
。
正
珍
・
正
供

は
自
ら
橋
本
家
を

訪
れ
て
閲
覧
し
て

お
り
、
正
供
の
と
き

に
は
橋
本
家
の
当

主
へ
藤
八
を
襲
名
す
る
こ
と
を
許
し
た
り
、
一
貫
文
の
銭
を
与
え

た
り
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
橋
本
家
で
は
田
中
藩
主
の
来
訪
と

い
う
栄
誉
を
も
と
に
、
′
正
月
年
頭
の
お
礼
言
上
（
藩
主
へ
の
お
目

見
え
）
を
藩
へ
願
い
出
て
い
ま
す
。
古
文
書
群
の
な
か
に
は
、
田

中
役
所
か
ら
藤
八
へ
出
さ
れ
た
呼
び
出
し
状
も
三
通
残
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
内
容
は
、
年
頭
の
お
礼
や
、
藩
主
の
家
督
相
続
と
祝
い

物
の
下
賜
に
際
し
て
、
時
間
を
指
定
し
て
、
麻
袴
を
着
用
し
た
う

え
で
藩
の
会
所
へ
来
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
ケ
原
の
戦
勝
を
予
言
し
た
藤
八
柿
と
、
家

康
自
身
の
来
訪
と
拝
領
品
下
賜
と
い
う
事
柄
は
、
橋
本
藤
八
家
の

重
き
由
緒
と
し
て
江
戸
時
代
を
通
し
て
生
き
続
け
る
と
と
も
に
、

家
の
格
式
の
源
泉
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
中
世
担
当
調
査
委
員
　
海
野
一
徳
／
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
学
芸
員
）
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門へ手越村倍行師より御斎うつし』『禄行三志胸御俸』『不二のおしゑ』（3点と

も江戸幕末期）

藤
枚
の
富
士
信
仰

徳
川
時
代
に
展
開
し
た
民
衆
宗
教
の
ひ
と
つ
に
、
富
士
山

を
信
仰
す
る
　
「
富
士
講
」
が
あ
り
ま
す
。
徳
川
時
代
に
は
、

全
国
的
に
い
く
つ
も
の
富
士
講
が
組
ま
れ
ま
し
た
が
、
富
士

講
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
の
ひ
と
つ
に
　
「
不
二
遣
」
が
あ
り
ま

し
た
。
「
不
二
道
」
は
、
世
の
中
の
変
革
を
唱
え
て
富
士
山
で

入
定
（
死
去
）
し
た
食
行
身
禄
の
教
え
を
奉
じ
る
集
団
と

し
て
、
文
化
五
年
二
八
〇
八
）
に
江
戸
近
郊
の
鳩
ヶ
谷
宿

（
埼
玉
県
川
口
市
）
の
小
谷
三
志
の
指
導
の
も
と
に
成
立
・

発
展
し
、
天
保
期
ま
で
に
関
東
か
ら
中
部
・
近
畿
・
北
九
州

地
方
ま
で
一
八
か
国
に
数
万
人
も
の
信
者
を
か
か
え
、
広
く

展
開
し
て
い
ま
し
た
（
※
1
）
。

藤
枝
に
も
「
不
二
遣
」
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
鳩
ヶ

谷
に
残
る
古
文
書
に
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
徳

川
将
軍
の
日
光
社
参
に
あ
た
っ
て
、
全
国
の
不
二
道
の
信
者

た
ち
が
馬
の
飼
葉
を
献
納
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

な
か
に
志
太
郡
の
一
五
か
所
も
の
村
名
・
宿
名
が
見
え
ま

す
　
（
『
鳩
ヶ
谷
市
の
古
文
書
』
第
二
二
集
、
鳩
ヶ
谷
市
教
育
委

員
会
、
一
九
九
八
年
）
。
ま
た
、
不
二
道
の
同
行
帳
に
は
、
幕

末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
与
左
衛
門
新
田
の
喜
太
夫

や
下
之
郷
の
佐
平
次
・
内
瀬
戸
村
の
惣
兵
衛
・
上
伝
馬
町

の
茶
問
屋
半
右
衛
門
（
す
べ
て
藤
枝
市
）
、
中
根
新
田
（
焼
津

市
）
の
飯
塚
瀬
左
衛
門
な
ど
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
　
（
同

二
三
集
、
一
九
九
九
年
）
、
藤
枝
市
・
焼
津
市
周
辺
に
は
複
数

の
不
二
道
信
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

一
方
、
中
根
新
田
の
飯
塚
兵
左
衛
門
が
記
し
た
　
『
飯
塚
兵

左
衛
門
一
代
記
』
（
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
叢
書
三
、
一
九
九
三

年
）
に
は
、
天
保
期
に
飯
塚
兵
左
衛
門
と
本
家
の
飯
塚
瀬
左

衛
門
が
不
二
道
に
入
信
し
、
同
十
三
年
に
は
飯
塚
瀬
左
衛

門
が
当
時
の
不
二
道
の
指
導
者
で
あ
っ
た
醍
醐
山
理
性
院

行
雅
か
ら
　
「
三
根
」
と
い
う
不
二
道
の
行
名
を
授
け
ら
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
瀬
左
衛
門
は
、
弘
化
三
年

二
八
四
六
）
、
関
東
の
水
害
の
と
き
東
海
道
筋
の
不
二
道

の
信
者
た
ち
が
被
災
地
に
種
籾
を
送
っ
た
際
、
こ
の
地
域
の

世
話
方
と
し
て
与
左
衛
門
新
田
の
喜
太
夫
、
島
田
宿
の
清
左

衛
門
と
と
も
に
計
五
〇
俵
余
り
の
種
籾
を
送
っ
て
い
ま
す
。

焼
津
・
藤
枝
市
域
の
不
二
道
信
者
の
中
心
的
な
存
在
の
一

人
と
し
て
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
西
方
村
（
藤
枝
市
西
方
）
の
鈴
木
家
に
は
、
不
二
道

の
教
義
書
で
あ
る
『
禄
行
三
志
酌
御
侍
』
『
不
二
の
お
し
ゑ
』

『
日
立
の
国
紅
葉
村
権
左
衛
門
へ
手
越
村
悟
行
師
よ
り
御
斎

う
つ
し
』
な
ど
の
写
本
が
複
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
な
か
に
は
、
文
末
や
表
紙
に
「
飯
塚
瀬
左
衛
門
写
」
や
「
越

後
島
村
胃
八
（
＝
伊
八
）
所
持
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
お
そ
ら
く
、
飯
塚
瀬
左
衛
門
の
不
二
道
の
教
義
書
の
写

本
が
何
ら
か
の
形
で
鈴
木
家
に
伝
わ
り
、
後
世
に
残
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
鈴
木
家
と
不
二
道
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い

て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
鈴
木
家
の
子
ど
も
の
七
夜
祝

儀
や
九
歳
の
祝
儀
帳
を
み
る
と
、
鈴
木
家
と
日
頃
交
流
の
あ

る
村
内
・
近
村
・
藤
枝
内
外
の
人
々
と
と
も
に
、
写
本
の
書

付
に
も
あ
る
越
後
島
村
の
伊
八
か
ら
も
お
祝
い
が
贈
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
村
の
藤
十
か
ら
は
　
「
不
二
倉
二
そ
く
」

が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
常
的
な
村
で
の
交
流
と
と
も
に

不
二
道
関
係
者
と
の
交
流
が
う
か
が
え
ま
す
（
※
2
）
。

不
二
道
は
、
明
治
時
代
以
降
、
実
行
教
に
な
っ
て
ゆ
き
ま

す
。
藤
枝
市
史
や
焼
津
市
史
な
ど
で
は
こ
れ
ま
で
不
二
道

に
つ
い
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ

ら
の
資
料
を
通
し
て
近
世
後
期
の
不
二
道
と
藤
枝
周
辺
の

人
々
と
の
つ
な
が
り
や
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
1
　
宮
崎
ふ
み
子
「
幕
末
維
新
期
に
於
け
る
民
衆
宗
教
の
変
容
－

不
二
道
の
場
合
」
　
（
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
発

行
、
一
九
八
四
年
）

※
2
　
『
藤
枝
市
史
』
資
料
編
3
・
同
通
史
編
下

（
近
世
担
当
調
査
委
員
　
長
田
直
子
／
恵
泉
女
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
）


