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大
政
奉
還
１
５
０
年

―
名
張
藤
堂
家
関
係
資
料
と
藤
堂
藩
京
屋
敷
―

  

２
０
１
７
年
は
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶よ

し
の
ぶ喜
が

政
権
返
上
を
明
治
天
皇
に
上

じ
ょ
う
ひ
ょ
う
表
し
た
慶
応
三
年

十
月
十
四
日
（
１
８
６
７
年
11
月
９
日
）
の
大

政
奉
還
か
ら
１
５
０
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
源

頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
か
ら
６
８
０
年
余
り
に
わ
た

る
武
士
に
よ
る
封
建
制
度
が
終
焉
を
迎
え
、
日

本
が
近
代
国
家
へ
と
進
む
大
き
な
転
換
の
時
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

日
本
史
の
中
で
も
特
に
戦
国
時
代
と
と
も

に
幕
末
維
新
期
は
人
気
が
高
く
、
い
ろ
い
ろ

な
ド
ラ
マ
や
小
説
、
映
画
な
ど
に
も
描
か
れ

て
お
り
、
今
年
は
二
条
城
を
は
じ
め
大
政
奉

還
に
関
係
す
る
い
ろ
い
ろ
な
特
集
が
企
画
さ

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
名
張
藤
堂
家
邸
に
保
管
さ
れ
て
い

る
市
指
定
文
化
財
「
名
張
藤
堂
家
関
係
資
料
」

３
２
８
５
点
に
は
、「
大
政
奉
還
建
白
書
写
」（
慶

応
三
年
十
二
月
）
を
は
じ
め
、
幕
末
維
新
関
係

文も
ん
じ
ょ書
１
４
１
点
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
古
文
書
を
翻
刻
し
た
「
名
張
市
史
料
集　

第
六
輯し

ゅ
う

上
下
巻
」（
平
成
14
年
市
立
図
書
館
発

行
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
藤
堂
藩
は
幕
末
の
動
乱
期
、
ど
の

よ
う
な
活
躍
を
み
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
名

張
市
史
』（
昭
和
49
年
中
貞
夫
著
）
に
よ
る
と

『
藤
堂
藩
は
、
外
様
で
あ
る
と
は
い
え
藩
祖
高

虎
の
時
代
か
ら
徳
川
家
よ
り
特
別
の
待
遇
を
受

け
て
い
ま
し
た
。
よ
っ
て
藩
論
は
幕
府
を
補
佐

す
る
佐
幕
派
に
傾
倒
し
て
い
ま
し
た
が
、
藩
校

「
有ゆ

う
ぞ
う
か
ん

造
館
」
督と

く
が
く学
（
い
わ
ゆ
る
校
長
）
で
あ
っ

た
川か

わ
む
ら
し
ょ
う
ゆ
う

村
尚
廸
は
「
朝
廷
は
父
、
幕
府
は
兄
で
あ

る
。
兄
に
し
て
父
の
命
を
奉
せ
ず
ば
不
孝
の
子

で
あ
る
。
不
孝
の
兄
に
従
っ
て
父
に
背
く
は
天

道
に
反
す
」。
と
勤
皇
論
を
説
い
て
い
ま
し
た
。

第
十
一
代
藩
主
高た

か
ゆ
き猷
の
立
場
は
微
妙
で
、
徳
川

家
に
恩
顧
を
感
じ
な
が
ら
も
勤
皇
論
を
顧
み
な

い
わ
け
に
も
い
か
ず
、
幕
府
を
補
佐
し
朝
廷
に

忠
勤
す
る
と
い
う
公
武
合
体
論
に
近
い
考
え
方

に
立
っ
て
い
た
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

舞
台
は
ま
さ
に
坂
本
竜
馬
や
新
撰
組
が
活
躍

し
た
京
都
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

藤
堂
藩
は
、
大
政
奉
還
の
諮し

も
ん問
が
行
わ
れ
た
二

条
城
か
ら
堀
川
通
を
南
へ
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程

下
っ
た
現
在
の
堀
川
高
校
の
場
所
に
京き

ょ
う
か
み
や
し
き

上
屋
敷

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
京き

ょ
う
し
も
や
し
き

下
屋
敷
は
、
上
屋

敷
か
ら
少
し
西
へ
行
っ
た
新
撰
組
が
屯と

ん
じ
ょ所
や
訓

練
所
と
し
て
使
っ
て
い
た
八
木
邸
、
壬み

ぶ
で
ら

生
寺
の

北
東
側
に
あ
り
ま
し
た
。
切
迫
す
る
時
局
の
中

で
、
藤
堂
藩
も
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
屋

敷
に
多
く
の
警
護
役
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
こ

の
警
護
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
の
が
伊
賀
地
域

の
無む

そ
く
に
ん

足
人
（
半
農
半
士
の
下
級
武
士
）
の
若
者

た
ち
で
あ
っ
た
の
で
す
。
き
っ
と
通
り
を
歩
く

ダ
ン
ダ
ラ
羽
織
を
着
た
新
撰
組
隊
士
た
ち
を
よ

く
見
掛
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

大
政
奉
還
の
２
年
前
に
起
こ
っ
た
天
誅
組
の

乱
に
お
い
て
も
、
幕
府
か
ら
津
藤
堂
藩
、
紀
州

藩
、
彦
根
藩
な
ど
に
討
伐
が
命
じ
ら
れ
、
藤
堂

藩
で
は
直
ち
に
京
都
警
護
中
の
藤
堂
新
七
郎
の

部
隊
（
伊
賀
勢
）
を
現
地
に
派
遣
し
、
続
い
て

上
野
か
ら
藤
堂
玄げ

ん
ば蕃
隊
を
合
流
さ
せ
、
津
か
ら

は
少
数
の
幹
部
だ
け
が
指
揮
官
と
し
て
駆
け
つ

け
た
の
で
す
。
天
誅
組
の
鎮
圧
は
、
伊
賀
の
無

足
人
隊（
鉄
砲
隊
）を
主
力
に
行
わ
れ
た
の
で
す
。

鎮
圧
の
様
子
は
、
赤
目
町
柏
原
に
残
さ
れ
て
い

る
「
和わ

し
ゅ
う
そ
う
ど
う

州
騒
動
の
図
」（
市
指
定
文
化
財
）
で
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
政
奉
還
か
ら
３
カ
月
後
の
慶
応
四
年
正
月

に
は
、
徳
川
慶
喜
が
薩
長
討
幕
派
の
京
都
を
封

鎖
す
る
た
め
、
旧
幕
府
軍
約
１
５
０
０
０
人
を

大
阪
城
か
ら
京
へ
向
け
て
進
軍
さ
せ
ま
し
た
。

藤
堂
藩
も
旧
幕
府
軍
と
し
て
京
都
山
崎
へ
進
軍
、

高
浜
砲
台
へ
駐
屯
し
ま
す
。

　

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
薩
長
の
３
倍
の
兵
力
を

有
し
た
旧
幕
府
軍
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
薩
長

の
近
代
武
装
に
よ
り
苦
戦
を
強
い
ら
れ
、
伏
見

や
鳥
羽
方
面
か
ら
押
し
返
さ
れ
、
や
が
て
有
名

な
錦
の
御
旗
が
繰
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
薩

長
が
官
軍
、
旧
幕
府
軍
が
賊
軍
と
い
う
構
図
に

な
り
ま
し
た
。
退
却
す
る
旧
幕
府
軍
を
老
中
職

に
あ
っ
た
稲い

な
ば
ま
さ
く
に

葉
正
邦
の
淀よ

ど
じ
ょ
う城
は
、
城
門
を
閉
ざ

し
旧
幕
府
軍
を
城
内
に
入
れ
ず
、
そ
こ
へ
淀
川

を
挟
ん
だ
対
岸
の
藤
堂
藩
よ
り
砲
撃
が
加
え
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
土ひ

じ
か
た
と
し
ぞ
う

方
歳
三
ら
が
指
揮
す
る

新
撰
組
隊
を
中
心
に
旧
幕
府
軍
は
総
崩
れ
と
な

り
、
大
阪
城
へ
撤
退
し
、
そ
の
夜
、
慶
喜
が
大

阪
城
か
ら
海
路
、
江
戸
城
へ
退
却
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

記
録
に
よ
る
と
正
月
三
日
に
は
、
王
事
に
つ

く
す
よ
う
勅ち

ょ
く
し旨
が
伝
達
さ
れ
ま
す
が
、
藤
堂
藩

と
し
て
は
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
ま
し
た
。
開

戦
前
日
の
５
日
に
は
、
旧
幕
府
軍
よ
り
出
動
要

請
が
あ
り
、
さ
ら
に
朝
廷
か
ら
は
、
駐
留
す
る

山
崎
へ
勅
使
と
し
て
四し

じ
ょ
う
た
か
う
た
じ
じ
ゅ
う

条
隆
謌
侍
従
が
直
接

出
向
き
、
朝
廷
に
与く

み

す
る
事
を
出
先
隊
長
藤
堂

采う
ね
め女
に
迫
り
ま
す
。
現
場
の
一
存
で
は
返
答
で

き
な
い
と
猶
予
を
願
い
ま
す
が
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
総
帥
藤
堂
采
女
が
全
責
任
を
一
身
に
負
っ

て
藤
堂
藩
は
、朝
廷
側
に
踏
み
切
っ
た
の
で
す
。

こ
の
藤
堂
藩
の
行
動
が
旧
幕
府
軍
と
薩
長
軍
の

勢
力
均
衡
を
逆
転
さ
せ
、
旧
幕
府
軍
敗
走
の
要

因
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

現
代
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
で
瞬
時
に

情
報
が
入
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
頃
、
刻
々
と

変
わ
る
情
勢
を
国
元
に
知
ら
せ
る
書
状
は
、
貴

重
な
情
報
源
と
し
て
藩
の
行
く
末
を
考
え
る
判

断
材
料
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
残
さ
れ
た

史
料
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
現
地
で
情
報
収
集

に
あ
た
る
藩
士
や
そ
の
書
状
を
受
け
取
り
情
勢

を
分
析
し
藩
の
行
く
末
に
苦
慮
す
る
家
老
た
ち

の
緊
迫
し
た
様
子
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
寒
さ
も
緩
む
シ
ー
ズ
ン
、
京
都
の

幕
末
維
新
の
舞
台
と
な
っ
た
名
所
を
藤
堂
藩

目
線
で
巡
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

１
５
０
年
前
に
名
張
の
若
者
た
ち
が
見
た
竜
馬

や
近
藤
、
土
方
、
維
新
の
志
士
た
ち
の
光
景
が

よ
り
身
近
に
感
じ
と
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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