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を
相そ

う

伝で
ん

し
た
の
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

彦
根
藩
主
井
伊
家
に
も
、
当
主
継
承
と

と
も
に
受
け
継
ぐ
三
品
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
受
け
取
っ
た
証あ

か

し
で

あ
る
目
録
が
現
存
し
て
い
ま
す
（
写
真
）。

こ
こ
に
は
、「
御ご

拝は
い

領り
ょ
う

唐か
ら
の

頭か
し
ら

毛け

御お
ん

立た
て

物も
の

」

「
御お

ん

麾さ
い

」「
御お

ん

軍ぐ
ん

扇せ
ん

」
と
列
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
軍
装
し
た
際
に

身
に
つ
け
る
品
で
す
。

　
「
唐
頭
毛
御
立
物
」
と
は
、「
唐
の
頭
」

と
呼
ば
れ
た
毛
を
素
材
と
す
る
「
立
物
」

（
兜か

ぶ
と
に
つ
け
る
装
飾
）の
意
味
で
す
。
雨
露
を

防
ぎ
、
威
嚇
効
果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
兜

に
動
物
の
毛
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
が
戦
国
大

名
の
間
で
流
行
し
ま
し
た
。
そ
の
毛
に
使

わ
れ
た
の
が
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
生
息
す

る
ヤ
ク
の
毛
で
、
中
国
か
ら
も
た
さ
れ
た

こ
と
か
ら
「
唐
の
頭
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

徳
川
家
康
が
こ
れ
を
好
ん
だ
こ
と
は
、「
家

康
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
唐
の

頭
と
本
多
平
八
」
と
謳う

た

わ
れ
た
こ
と
か
ら

も
著
名
で
す
。

　

井
伊
家
当
主
が
相
伝
し
た
唐
の
頭
に
は
、

「
御
拝
領
」と
肩か

た

書が
き

さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治

　
「
三
種
の
神
器
」
と
い
え
ば
、皇
位
の
し

る
し
の
品
で
、
即
位
に
伴
い
天
皇
が
継
承

し
た
３
つ
の
宝
物
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
と

同
様
、
家
の
当
主
に
就
く
と
、
重

じ
ゅ
う

代だ
い

の
品

を
受
け
継
ぐ
場
合
が
あ
り
ま
す
。
戦
国
大

名
で
は
、
甲
斐
の
武
田
家
が
始
祖
以
来
の

家
宝
と
し
て
「
御み

旗は
た

」
と
「
楯た

て

無な
し

の
鎧よ

ろ
い

」

井
伊
家
当
主
の
「
三
種
の
神
器
」時

代
の
記
録
に
、
こ
の
唐
の
頭
は
徳
川
家

康
か
ら
の
拝
領
品
と
あ
り
ま
す
。
井
伊
家

重
代
の
宝
物
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
初
代
直
政
が
家
康
か
ら
拝
領
し
た
品

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
主
の
朱
漆
塗
の
具

足
に
装
着
す
る
唐
の
頭
は
、
家
康
の
肝
入

り
で
組
織
し
た
「
井
伊
の
赤
備
え
」
軍
団

を
象
徴
す
る
品
と
し
て
、
井
伊
家
歴
代
に

継
承
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

麾
は
、
采さ

い

配は
い

の
こ
と
で
、
士

さ
む
ら
い

大だ
い

将し
ょ
うが
部

隊
を
指
揮
す
る
た
め
の
道
具
で
す
。
軍
扇

も
伝
統
的
な
指
揮
道
具
で
す
。
古
く
は
表

裏
に
日
の
丸
と
月
を
描
い
た
も
の
が
一
般

的
で
、
軍
神
を
招
く
際
に
も
使
う
な
ど
神

聖
な
道
具
で
し
た
。

　

写
真
の
目
録
の
包
紙
に
は
、
寛
政
元
年

（
１
７
８
９
）４
月
24
日
の
日
付
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
日
は
井
伊
家
11
代
直
中
が
家

督
相
続
し
た
８
日
後
で
す
。
13
代
直
弼
が

家
督
相
続
し
た
直
後
の
目
録
も
現
存
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
直
弼
の
具ぐ

足そ
く

櫃び
つ

に
入

る
部
品
を
列
記
し
た
「
御
具
足
入
記
」
に

は
、
こ
の
三
品
の
記
載
の
横
に
、
万
延
元

年
（
１
８
６
０
）
５
月
21
日
に
御
譲
り
に

な
っ
た
と
い
う
加
筆
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

三
品
は
当
主
の
具
足
櫃
で
保
管
さ
れ
、
新

当
主
就
任
に
伴
い
、
移
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

そ
の
後
の
三
品
の
行
方
に
つ
い
て
は
、

明
治
35
年（
１
９
０
２
）時
点
で
東
京
に
所

在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
明

治
以
降
、
井
伊
家
の
本
邸
は
東
京
市
麹
町

区
一
番
町
（
現
在
の
東
京
都
千
代
田
区
）
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
保
管
さ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
屋
敷
は
関
東
大

震
災
に
よ
っ
て
罹り

災さ
い

し
、
多
く
の
所
蔵
品

が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

三
品
も
そ
れ
ら
と
同
様
の
運
命
を
た
ど
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
今
で
は
、
目
録
の
み
が

三
品
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。

　
（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

野
田
浩
子
）

　

写
真
の
資
料
は
、
企
画
展
「
武
門

の
絆

き
ず
な-

徳
川
将
軍
家
と
井
伊
家-

」
で

11
月
27
日
㈰
ま
で
（
期
間
中
無
休
）
展

示
し
ま
す
。

▶
井
伊
家
歴
代
相
伝
品
目
録


