
大
溝
藩
主
分
部
氏
は
、
わ
ず
か
二
万
石
の
大
名
で

あ
っ
た
が
学
問
の
盛
ん
な
藩
と
し
て
知
ら
れ
、
伊
藤

仁
斎
を
祖
と
す
る
占
義
学
派
の
高
弟
も
多
く
輩
出
し

た
。
特
に
新
鳥
光
生
と
の
関
係
を
辿
れ
ば
、
大
溝
藩

袰
の
準
、
分
部
光
謙
氏
の
父
君
・
光
貞
氏
は
、

新
島
家
が
仕
え
九
安
中
藩
主
板
倉
勝
明
氏
の
弟
で
、

氏
は
養
子
と
し
て
分
部
家
を
継
い
だ
が
、
兄
勝
明
氏

同
様
学
問
へ
の
関
心
が
強
く
、
新
島
先
生
と
は
極
め

て
関
係
の
深
い
川
田
剛
を
招
き
、
藩
の
儒
者
と
し
て

学
を
馨
し
め
ら
れ
た
。

光
貞
氏
は
比
較
的
若
年
で
逝
去
せ
ら
れ
、
そ
の
子

光
謙
氏
は
十
歳
に
も
満
た
ぬ
幼
君
と
し
て
藩
主
と
な

り
、
間
も
な
く
廃
藩
と
な
う
た
後
は
華
族
と
し
て
東

壱
住
ま
は
れ
、
学
習
院
高
等
部
を
卒
業
、
慨
館

時
時
代
に
は
社
交
界
の
花
形
と
し
て
、
貴
族
院
贇

に
も
立
候
補
し
、
政
界
に
進
出
の
希
望
も
あ
う
九
。

こ
の
光
謙
氏
が
明
治
四
十
一
年
、
四
十
六
、
七
歳

と
い
う
働
き
ざ
か
り
の
時
代
に
全
て
の
は
な
や
か
な

2

島

貢

高

村

い
づ
く
に
か
わ
れ
は
宿
ら
む
高
島
の

勝
野
の
原
に
こ
の
日
暮
れ
な
ぱ

高
市
黒
人
万
藥
集
巻
三

こ
の
歌
を
読
む
と
、
当
時
若
狭
街
遭
を
歩
い
て
や

つ
と
こ
の
客
々
と
し
九
宿
場
響
い
た
旅
人
の
、
心

細
態
い
が
身
に
泌
み
る
。
今
は
高
島
の
勝
野
の
原

と
い
う
よ
り
、
萩
の
浜
水
一
翁
の
あ
る
町
と
い
っ
九

方
が
、
ピ
ン
と
来
る
で
あ
ろ
う
。
以
前
は
大
溝
町
と

い
っ
九
が
、
二
十
数
儒
、
付
近
の
二
力
村
を
合
併

し
て
現
在
は
高
島
町
と
称
せ
ら
れ
、
勝
野
と
い
う
名

は
一
行
政
区
画
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
古
来
、
湖

西
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
地
方
は
、
近
江
の
北
海
道

と
惡
口
を
言
わ
れ
る
ほ
ど
冬
寒
く
、
雪
が
多
い
ぱ
か

り
で
な
く
、
地
味
は
や
せ
、
憲
は
不
便
従
っ
て

文
化
の
浸
透
も
対
岸
の
湖
東
地
方
に
鞍
べ
る
な
ら
は

る
か
に
遅
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
町
は
、
高
島
郡

円
の
交
通
の
要
路
、
物
質
の
集
散
地
と
し
て
、
多

少
で
も
形
を
整
え
九
町
で
あ
り
、
殊
に
湖
西
唯
一
の

城
F
町
で
、
明
鞭
新
ま
で
は
饗
と
し
た
武
家
屋

敷
の
並
ぷ
一
郭
を
も
っ
た
格
式
の
真
町
壽
っ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。
以
前
、
小
川
村
と
呼
ば
れ
た
中

砥
樹
の
生
地
は
、
町
の
北
方
聖
キ
ロ
の
と
こ
ろ

中

に
あ
り
、
陽
明
学
の
開
祖
と
も
一
っ
べ
き
碩
学
な
が

ら
、
貧
し
い
生
活
を
支
え
る
た
め
に
酒
の
小
売
り
を

し
て
い
た
膝
樹
は
、
こ
の
町
ま
で
わ
ず
か
ぱ
か
り
の

酒
を
仕
入
れ
に
来
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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希
望
を
捨
て
て
、
こ
の
m
藩
地
に
隠
櫻
さ
れ
ね
ぱ
な

ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
氏
は
あ
る
過
失
の
た
め
に
刑

に
触
れ
、
華
族
た
る
の
身
分
を
取
り
あ
げ
ら
れ
た
ぱ

か
り
で
な
く
、
数
年
間
服
役
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
痛
ま
し
い
災
難
の
九
め
で
あ
九
こ
れ
は

氏
に
と
っ
て
極
め
て
不
幸
な
事
件
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
が
こ
の
士
地
に
福
音
の
種
が
播
か
れ
る
動
機

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
が
囚
わ
れ
の
身
で
あ
っ
た
頃
、
聖
譜
並
び
に
内

村
鑑
三
の
著
書
を
読
ま
れ
る
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
が

氏
の
人
生
観
を
す
っ
か
り
変
え
る
動
機
と
な
っ
九
。

蜑
に
帰
ら
れ
九
と
い
っ
て
も
胱
に
屋
敷
は
な
く
、

小
さ
な
仮
り
住
い
で
あ
っ
た
が
、
翠
明
治
凶
十
二
年

に
は
、
氏
の
主
唱
に
ょ
て
樂
刷
究
の
会
が
始
め

ら
れ
、
数
名
の
者
が
こ
れ
に
加
わ
た
。
氏
は
六
尺

豊
か
な
堂
々
た
る
偉
丈
犬
で
、
眉
目
秀
麗
、
お
殿
様
と

し
て
の
貫
録
を
充
分
に
具
え
ら
れ
て
い
る
と
共
に
、

需
も
巧
み
で
ユ
ー
モ
ア
に
富
み
、
学
習
院
仕
込
み

の
英
語
は
仲
々
達
者
で
、
帰
郷
問
も
な
く
肖
年
有
志

の
た
め
に
英
語
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
友
人
か
ら
借
り

た
レ
.
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
玉
訳
本
に
ょ
て
、
毎
週
わ

れ
わ
れ
少
年
達
に
内
谷
を
.
胃
く
話
し
て
下
さ
っ
た

3

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
町
の
人
々
は
大
人
も
子
供
も
氏
を

「
御
前
 
9
ゼ
ン
)
さ
ん
」
と
呼
ん
で
親
し
ん
だ
。

氏
に
は
「
お
房
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
美
し
い
夫
人

が
あ
っ
六
。
こ
の
方
は
以
前
は
欝
の
名
妓
で
あ
り
、

氏
は
西
郷
従
道
を
ラ
イ
バ
ル
と
し
張
合
い
、
遂
に

勝
を
得
ら
れ
た
と
い
う
ロ
マ
ン
ス
が
あ
っ
九
氏
の

器
に
も
削
れ
ず
、
特
に
氏
の
獄
中
生
活
の
問
、
彼

女
は
看
篇
と
し
て
生
活
を
支
え
ら
れ
、
氏
の
永
眠

に
先
立
つ
数
年
前
に
逝
去
せ
ら
れ
る
ま
で
、
終
生
変

る
こ
と
の
な
い
よ
い
内
助
者
と
し
て
労
苦
を
共
に
せ

、
わ
れ
九
。

「
御
前
さ
ん
」
に
ょ
っ
て
始
め
ら
れ
た
聖
書
研
究
の

会
は
、
翌
年
五
旦
大
津
市
の
聖
公
会
か
ら
永
田
保

次
郎
師
が
毎
週
一
回
三
時
間
近
く
も
船
に
ゆ
ら
れ
て

出
弧
せ
ら
れ
、
剛
も
な
く
「
日
本
袈
会
大
潟
講
義

所
」
に
ま
で
発
展
し
、
そ
の
後
の
二
年
問
に
分
部
犬

妻
を
は
じ
め
十
名
ほ
ど
の
男
女
が
受
洗
し
、
子
供
の

集
会
も
数
十
名
を
集
め
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
九
。

年
に
明
朽
教
公
名
誉
牧
師
と
し
て
長
い
牧
界
鴛
を

終
え
ら
れ
た
福
井
邦
蔵
氏
が
い
る
氏
の
永
は
こ
の

町
一
の
素
封
家
で
酒
壁
を
営
み
、
氏
倫
所
中
学

校
を
京
叉
神
戸
高
商
(
現
在
の
神
.
戸
大
学
の
前
身
)

に
入
学
せ
ら
れ
た
の
で
あ
た
が
、
坤
、
戸
組
合
教
会

の
渡
瀬
常
吉
牧
師
よ
り
受
洗
し
、
明
治
四
十
系
一

月
郷
里
の
岡
窓
会
の
席
で
入
宿
を
代
h
せ
ら
れ
を

と
に
聖
発
し
、
町
全
体
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る

大
き
い
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
盛
ん
で
あ
う
た
奨

会
の
集
会
は
急
に
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
こ
の
迫
害
は
、
か
え
っ
て
福
井
邦
蔵
氏
の

信
仰
を
一
雁
堅
く
し
高
商
卒
業
と
同
時
に
同
志
仕

大
学
神
学
部
に
入
学
し
て
、
伝
道
者
と
し
て
の
経

を
志
す
厭
因
と
な
っ
た
。
こ
の
、
町
を
挙
げ
て
の
反

対
の
熱
は
あ
ま
り
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
が
、
契
ム

会
の
仏
迺
が
大
き
い
障
害
を
受
け
を
と
は
美
で

あ
る
そ
の
上
更
に
聖
公
会
に
と
っ
て
不
運
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
従
来
、
都
会
で
入
信
し
有
年
達
や
聖

公
会
の
形
式
に
あ
き
九
ら
ぬ
思
い
を
も
っ
て
い
た
儒

者
が
、
聖
公
会
の
集
会
か
ら
削
れ
て
別
の
集
り
を
も

つ
と
い
う
器
一
匙
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
熱
心
な
青
年
達
の
中
に
は
昭
和
三
十
九
午
ま
で

大
津
市
長
で
あ
っ
た
上
原
湊
氏
も
い
九
。
氏
は
京

都
遊
学
時
代
平
安
教
会
牧
師
西
尾
幸
太
郎
氏
か
ら
受

こ
れ
と
同
じ
頃
、
こ
の
地
を
出
て
都
会
に
遊
学
中

の
数
名
の
:
円
年
男
女
が
キ
リ
ス
ト
教
の
感
化
を
受
け

九
。
彼
ら
は
郷
里
に
制
れ
ぱ
聖
公
会
の
集
会
に
出
席

し
て
い
た
が
、
こ
の
人
達
の
中
に
去
る
昭
和
三
十
八

4
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洗
し
喬
島
最
初
の
キ
リ
ス
ト
者
の
一
人
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
団
体
を
支
援
さ
れ
た
最
初
の
人
は
村

上
太
五
平
牧
師
で
あ
っ
た
。
氏
は
咋
夏
逝
去
せ
ら
れ

た
校
友
村
上
愛
作
氏
の
父
君
で
、
亀
岡
出
身
の
人
、

当
時
偽
岡
組
合
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
六
。
極
め
て
誠

実
な
お
人
柄
で
、
説
か
れ
る
純
福
音
主
義
の
説
教
は

多
く
の
人
々
を
栗
し
、
仏
教
の
信
仰
の
厚
い
七
十

才
の
老
婦
人
も
氏
の
教
え
愚
激
し
て
受
洗
し
た
。

そ
の
後
、
定
期
的
に
伝
道
せ
ら
れ
九
の
は
大
津
組
合

教
会
牧
師
三
谷
公
氏
で
あ
り
、
氏
の
努
力
に
ょ
り

一
教
会
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
大
正
六
年
で
あ
っ

九
。
教
会
の
設
立
並
び
に
そ
の
後
の
育
成
に
は
、
神

学
生
と
し
て
福
井
邦
蔵
氏
の
並
々
な
ら
ぬ
働
き
が
あ

り
、
こ
の
間
、
氏
の
感
化
を
受
け
て
弟
聖
名
、
妹

君
一
名
、
親
戚
二
名
も
受
洗
し
た
。

こ
の
数
年
閥
に
こ
の
地
方
に
大
き
い
足
跡
を
残
さ

れ
た
人
々
の
中
に
宮
川
経
鄭
、
木
村
沽
松
、
'
系
清

蔵
、
武
田
猪
平
、
武
烹
、
一
代
三
、
中
井
佐
一
郎
の
諸

氏
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
高
発
人
と
し
て
わ

が
風
精
神
界
の
大
先
覚
者
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で

も
な
い
。

兀
来
こ
の
地
は
驚
校
修
身
叢
来
の
儒
と
中
江

5

藤
樹
の
発
に
ょ
っ
て
割
合
に
知
椴
の
強
い
と
こ

ろ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
説
教
者
に
よ
る
反

紕
は
著
し
く
、
宮
川
経
矧
氏
の
講
演
会
は
連
日
五
百

名
以
上
の
聴
衆
黍
め
て
深
い
器
を
与
え
、
安
部

清
蔵
氏
が
キ
リ
ス
ト
教
講
演
会
の
外
に
、
小
学
校
講

堂
で
数
日
問
連
準
塗
叩
を
膨
ら
れ
た
時
に
は
多

数
の
旧
藩
士
劣
織
、
袴
に
威
儀
を
正
し
て
隔
し
、

こ
ん
な
光
景
は
他
で
は
見
ら
れ
な
い
と
需
を
感
激

さ
せ
た
。

な
お
こ
の
間
に
、
当
時
近
江
ミ
ッ
シ
"
ン
と
称
し

た
現
在
の
近
江
兄
弟
社
は
こ
の
地
の
詮
に
日
を
つ

け
、
ガ
リ
ラ
ヤ
丸
倫
の
基
地
に
し
た
い
と
の
希
望

を
も
っ
た
が
、
聖
公
会
が
こ
の
地
を
仏
迫
地
と
鬻

て
い
る
の
で
、
電
複
箇
を
し
な
い
と
い
う
近
江
ミ

ツ
シ
ョ
ン
の
綱
領
に
ょ
り
、
結
局
不
成
立
に
終
っ
九
。

こ
の
冏
器
つ
い
て
尽
力
せ
ら
れ
た
人
に
一
架
・
笈

三
氏
が
あ
り
、
氏
も
又
こ
の
町
の
近
在
の
産
で
あ
る
。

氏
は
同
襄
が
生
ん
だ
最
も
異
色
あ
る
伝
道
者
の
一

人
で
あ
り
、
北
京
の
聖
者
と
し
て
中
国
人
に
敬
葬

ら
れ
、
戦
後
東
篇
町
田
市
に
桜
美
林
学
園
を
創
立

し
、
園
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
教
夏
専
念
し
て
お

ら
れ
る
と
共
に
、
中
江
膝
樹
と
キ
リ
ス
ト
教
の
楳

6

に
つ
い
て
の
研
究
の
権
威
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は

多
.
園
を
要
し
な
い
。

萩
の
浜
は
n
砂
占
松
、
現
在
ほ
ど
俗
化
し
な
か
っ

た
頃
に
は
し
ぱ
し
ぱ
同
志
社
中
学
校
の
夏
期
キ
ャ
ン

フ
地
と
し
て
用
い
ら
れ
、
讃
美
歌
を
高
ら
か
に
歌
い

な
が
ら
水
泳
場
ま
で
の
往
復
を
整
然
と
行
進
し
た
行

儀
の
よ
さ
は
町
の
人
々
を
焼
か
せ
た
。
ま
た
戦
争
の

終
り
ど
ろ
ま
で
町
の
東
端
白
鬚
神
社
の
浜
に
故
国
に

引
上
げ
九
外
人
宣
教
師
の
寄
鵬
に
よ
る
小
さ
い
同
志

社
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
教
職
員
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が

現
征
は
な
い
。
約
五
刀
坪
を
有
す
る
軍
心
社
小
松
学

舎
の
士
地
は
、
そ
れ
よ
り
更
に
一
キ
ロ
ぱ
か
り
東
に

あ
り
、
近
く
翫
す
る
国
有
登
湖
西
祭
豐
の

暁
に
は
、
こ
の
場
所
は
呪
在
以
上
の
利
用
価
値
を
窕

揮
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

高
島
町
に
土
け
る
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
敦
述
動
の

消
長
や
側
ぷ
社
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
旧
瑞
モ
分
部
光
鷲
の
失
愆
の
中
で

播
か
れ
た
福
音
の
種
が
生
え
辨
で
、
多
数
の
同
志
社

人
が
そ
の
育
成
畢
化
し
六
事
実
を
記
憶
に
智
め
た

(
昭
二
大
英
卒
・
女
子
火
学
教
授
)

い
と
思
う
。
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