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は
じ
め
に

　

近
年
は
ル
ー
ツ
調
べ
が
盛
ん
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、「
ル
ー
ツ
を
調
べ
ま
す
」
と
い
う
サ
イ
ト
が

た
く
さ
ん
ヒ
ッ
ト
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
あ
や
し
い
も
の
も
あ
る
。
先
祖
調
査
は
戸
籍
の
あ
る
明
治
ま
で
は

比
較
的
容
易
に
遡
れ
る
が
、
江
戸
時
代
以
前
と
な
る
と
、
そ
れ
な
り
の
旧
家
で
江
戸
時
代
か
ら
の
墓
が
残
っ
て
い

る
と
か
、系
図
な
ど
の
資
料
が
伝
わ
っ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、そ
う
そ
う
遡
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
先

祖
は
公
家
や
大
名
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
な
ど
と
謳
っ
て
い
る
サ
イ
ト
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
公
家
や
大
名
の
子
孫

な
ら
調
べ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
（
江
戸
時
代
の
公
家
と
大
名
は
す
べ
て
明
治
に
は
華
族
と
な
っ
て
い

る
）。

　

ル
ー
ツ
を
調
べ
る
に
は
大
き
く
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
ま
ず
一
つ
は
自
ら
の
家
系
を
両
親
か
ら
遡
っ
て
行
く
方

法
だ
。
つ
ま
り
、
父
方
と
母
方
の
家
系
を
順
々
に
過
去
に
遡
っ
て
調
べ
て
い
く
。
戸
籍
が
あ
る
た
め
、
こ
の
方
法

は
あ
る
程
度
確
実
に
先
祖
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
手
続
き
は
そ
れ
な
り
に
大
変
な
の
で
、ネ
ッ
ト
の
ル
ー

ツ
調
査
の
会
社
で
は
代
行
し
て
行
っ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
明
治
の
先
祖
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
後
期
生

ま
れ
の
人
ま
で
遡
る
の
が
限
度
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
方
法
は
名
字
そ
の
も
の
の
ル
ー
ツ
を
調
べ
る
方
法
だ
。
こ
ち
ら
は
「
佐
藤
」
や
「
鈴
木
」、
あ
る

い
は
「
山
本
」
や
「
田
中
」
と
い
っ
た
メ
ジ
ャ
ー
な
名
字
で
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、「
佐
藤
」
で
あ
れ
ば
そ
の

祖
は
藤
原
北
家
秀
郷
流
の
公
清
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、「
鈴
木
」
で
あ
れ
ば
熊
野
信
仰
を
広
め
た
紀
伊
半
島

の
鈴
木
一
族
に
行
き
つ
く
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
も
一
族
が
多
す
ぎ
て
、
こ
こ
か
ら
自
分
の
家
と
の
つ
な
が
り
を

見
つ
け
る
の
は
困
難
だ
。
さ
ら
に
「
山
本
」
や
「
田
中
」
の
よ
う
に
そ
の
ル
ー
ツ
自
体
が
全
国
に
た
く
さ
ん
あ
る

解
　
説



と
、
も
は
や
ル
ー
ツ
の
場
所
を
確
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

　

し
か
し
、
あ
る
程
度
珍
し
い
名
字
で
は
、
名
字
か
ら
ル
ー
ツ
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
典
型
的
な
の
は
沖

縄
で
、「
具
志
堅
」
や
「
喜
屋
武
」「
島
袋
」「
与
那
嶺
」
と
い
う
名
字
で
あ
れ
ば
、
今
ど
こ
に
住
ん
で
い
よ
う
と
も
、

そ
の
ル
ー
ツ
は
沖
縄
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
地
名
も
わ
か
っ
て
お
り
、
あ
と
は
、
そ
こ
か
ら

ど
う
や
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
調
査
す
れ
ば
い
い
。
沖
縄
で
な
く
と
も
、
青
森
県
の
「
一
戸
」、
栃
木
県
の

「
宇
賀
神
」、
長
野
県
の
「
百
瀬
」、
岐
阜
県
の
「
鷲
見
（
す
み
）」、
滋
賀
県
の
「
藤
居
」、
山
口
県
の
「
阿
武
（
あ

ん
の
）」、
徳
島
県
の
「
板
東
」、
香
川
県
の
「
福
家
（
ふ
け
）」、
長
崎
県
の
「
阿
比
留
」、
鹿
児
島
県
の
「
市
来
」

な
ど
、
特
定
の
県
を
ル
ー
ツ
と
す
る
名
字
は
多
い
。
こ
う
し
た
名
字
の
場
合
は
、
自
分
の
先
祖
が
ど
こ
で
生
ま
れ

た
か
は
わ
か
る
が
、
そ
の
地
域
と
明
治
以
降
の
居
住
地
が
離
れ
て
い
る
場
合
は
、
間
を
う
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
て
、
名
字
の
多
く
が
生
ま
れ
た
の
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
戦
国
時
代
こ
ろ
ま
で
の
中
世
で
、
こ
の
時
代
に

武
士
は
自
ら
の
所
領
な
ど
か
ら
名
字
を
名
乗
っ
た
。
ま
た
和
歌
山
県
紀
の
川
市
粉
河
の
王
子
神
社
に
伝
わ
る
「
名

つ
け
帳
」
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
農
民
階
級
で
も
室
町
時
代
に
は
小
字
や
地
形
な
ど
を
も
と
に
し
た
名
字
を

名
乗
り
始
め
て
お
り
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
現
在
に
近
い
名
字
構
成
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
江
戸

時
代
に
な
っ
て
新
た
に
誕
生
し
た
名
字
は
、
商
人
や
分
家
し
た
農
民
な
ど
が
主
流
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
う
し
た
農
民
が
名
乗
っ
た
名
字
は
あ
く
ま
で
私
称
で
あ
り
公
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
幕
府
や
各
藩
で
は
武
士
以
外
か
ら
も
有
能
な
人
物
を
登
用
し
た
。
武
士
と
な
る
と

正
式
に
名
字
を
名
乗
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
私
称
か
ら
公
称
に
変
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
新
し
く
名
字
を
つ

く
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
ど
の
藩
も
財
政
は
苦
し
く
地
元
の
商
人
達
か
ら
多
額
の
借
金
を
し
て
い
た
。
藩
は
こ
う

し
た
商
人
に
「
名
字
帯
刀
」
の
権
利
を
与
え
、
商
人
達
は
名
字
を
公
称
と
し
て
使
用
し
た
。

　

こ
う
し
た
「
中
世
の
名
字
の
ル
ー
ツ
」
と
明
治
以
降
の
「
戸
籍
に
よ
っ
て
判
明
し
た
家
系
」
を
つ
な
ぐ
の
が
、

江
戸
時
代
の
資
料
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
農
民
の
系
譜
的
資
料
は
存
在
し
な
い
が
、
官
僚
社
会
で
あ
っ
た
江
戸
時

代
、
武
士
階
級
で
あ
れ
ば
資
料
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
大
き
な
図
書
館
に
行
く
と
、
こ
う
し
た
系
譜
関
係



の
資
料
を
熱
心
に
調
べ
て
い
る
年
配
の
方
を
よ
く
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
系
譜
資
料
の
う
ち
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
が
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
あ
る
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

は
江
戸
後
期
の
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
に
幕
府
が
編
纂
し
た
大
名
や
旗
本
の
家
譜
集
で
、
活
字
本

も
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
県
立
規
模
の
図
書
館
で
あ
れ
ば
ま
ず
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
単
純
に
江
戸
時
代
後

期
の
幕
臣
の
系
図
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
と
い
う
の
も
、
関
東
か
ら
関
西
に
か
け
て
の
戦
国
時
代
の
武
士
の
多
く

は
、
子
孫
が
江
戸
時
代
に
は
幕
臣
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
一
族
の
戦
国
時
代
か
ら
の
家
系
も
知
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
だ
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
家
の
系
譜
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
資
料
は
他
に
は
な
く
、
家
系
調
査
で
は
基
本
の

資
料
と
な
っ
て
い
る
。

大
河
ド
ラ
マ
と
名
字
の
ル
ー
ツ

　

令
和
四
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
は
武
士
の
間
で
こ
う
し
た
名
字
が
一
般
的
に
な
り
始
め

た
時
代
で
あ
っ
た
。
今
で
は
平
清
盛
、
源
頼
朝
の
よ
う
に
「
姓
」
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
は
「
た
い
ら
の
き
よ
も

り
」「
み
な
も
と
の
よ
り
と
も
」
の
よ
う
に
姓
名
間
に
「
の
」
を
入
れ
る
。
一
方
、
足
利
尊
氏
や
徳
川
家
康
の
よ
う

に
「
名
字
」
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
は
、「
あ
し
か
が
た
か
う
じ
」「
と
く
が
わ
い
え
や
す
」
と
「
の
」
を
入
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
名
字
」
が
広
く
使
わ
れ
始
め
た
こ
の
時
代
で
は
ま
だ
こ
う
し
た
慣
習
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
北
条

義
時
や
三
浦
義
村
の
よ
う
に
名
字
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
も
「
ほ
う
じ
ょ
う
の
よ
し
と
き
」「
み
う
ら
の
よ
し
む

ら
」
と
「
の
」
を
入
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
何
の
説
明
も
な
く
ド
ラ
マ
で
も
採
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
の
」

の
有
無
で
「
姓
」
と
「
名
字
」
を
区
別
し
て
い
た
人
は
混
乱
を
き
た
し
た
ら
し
く
、
ネ
ッ
ト
上
で
も
「
間
違
い
で

は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
た
。

　

さ
て
、こ
の
ド
ラ
マ
に
登
場
し
て
い
た
「
三
浦
」「
千
葉
」「
梶
原
」「
伊
東
」
と
い
っ
た
名
字
を
名
乗
る
武
士
達
は
、

い
ず
れ
も
今
で
は
メ
ジ
ャ
ー
と
な
っ
た
そ
の
名
字
の
祖
や
そ
れ
に
近
い
人
物
達
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
名
字
の

人
に
と
っ
て
は
、
一
族
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
人
物
が
活
躍
す
る
ド
ラ
マ
で
も
あ
り
、
よ
り
親
近
感
を
覚
え
た
人
も



多
い
だ
ろ
う
。

　

翌
令
和
五
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
「
ど
う
す
る
家
康
」
で
あ
っ
た
。
主
人
公
徳
川
家
康
の
幼
少
期
か
ら
亡

く
な
る
ま
で
を
描
い
た
ド
ラ
マ
で
、
ド
ラ
マ
中
に
は
家
臣
の
三
河
武
士
を
始
め
、
各
地
の
武
士
が
多
数
登
場
し
た
。

こ
の
時
代
は
武
士
の
名
字
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
て
き
た
こ
ろ
で
、
明
治
以
降
の
家
系
調
査
に
直
接
つ
な
が
る
可
能
性

の
高
い
時
代
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ド
ラ
マ
な
の
で
多
く
の
取
捨
選
択
が
あ
り
、
脚
色
が
加
え
ら
れ
、
新
た
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
放
送
の
た
び
に
ネ
ッ
ト
上
で
は
「
史
実
と
違
う
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
殺
到
す
る
が
、
ド
ラ
マ
な
の
で
史

実
と
違
う
の
は
当
た
り
前
。
し
か
し
、
登
場
人
物
が
生
き
生
き
と
活
躍
す
る
こ
と
で
よ
り
こ
の
時
代
に
親
近
性
が

わ
き
、
自
分
と
同
じ
名
字
の
登
場
か
ら
そ
の
史
実
を
調
べ
、
知
ら
な
か
っ
た
ル
ー
ツ
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

さ
て
、「
ど
う
す
る
家
康
」
で
は
い
く
つ
か
の
見
ど
こ
ろ
と
な
る
場
面
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
面
の
一
つ
が
、

武
田
家
へ
の
内
通
の
嫌
疑
で
家
康
の
妻
築
山
殿
と
長
男
信
康
が
処
分
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面

は
通
説
と
は
か
な
り
違
う
展
開
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
自
刃
し
た
信
康
の
介
錯
を
し
た
の
は
、
ド
ラ
マ
で

は
服
部
半
蔵
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
介
錯
し
た
の
は
半
蔵
で
は
な
く
天
方
通
綱
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。

　

家
康
は
信
康
に
切
腹
を
命
じ
る
際
、
服
部
正
成
（
半
蔵
）
を
介
錯
役
に
指
名
し
、
天
方
通
綱
を
そ
の
検
視
役
に

命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
父
の
代
か
ら
松
平
家
に
仕
え
、
半
蔵
自
身
も
幼
い
こ
ろ
か
ら
仕
え
て
い
た
主
君
の
嫡
男
の
介

錯
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
や
む
を
得
ず
検
視
役
の
天
方
通
綱
が
代
わ
っ
て
介
錯
し
た
と
さ
れ

る
。

　

半
蔵
は
ド
ラ
マ
の
当
初
か
ら
出
演
し
て
い
る
重
要
な
登
場
人
物
な
の
に
対
し
、
天
方
通
綱
は
ほ
ぼ
無
名
の
人
物

で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
ド
ラ
マ
は
た
だ
で
さ
え
登
場
人
物
が
多
く
な
る
の
で
、
こ
こ
は
あ
え
て
半
蔵
に
介
錯
を
さ

せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
半
蔵
に
は
介
錯
で
き
ず
通
綱
に
は
で
き
た
理
由
が
あ
っ
た
。



天
方
氏
の
ル
ー
ツ

　

で
は
、
こ
の
天
方
通
綱
と
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
天
方
氏
は
本
来
は
遠
江
国
山
名
郡
の
国
衆
で
あ

る
。
こ
う
い
う
時
に
役
に
立
つ
の
が
、
前
述
の
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
あ
る
。
同
書
の
巻
第
八
百
二
十
九
に
は
、

こ
の
天
方
氏
の
系
譜
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

天
方
氏
は
藤
原
北
家
秀
郷
流
山
内
氏
の
一
族
で
、
保
元
・
平
治
の
乱
で
源
義
朝
に
属
し
て
六
条
河
原
で
討
死
し

た
俊
通
の
子
孫
で
あ
る
。
そ
し
て
俊
通
の
長
男
が
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
に
も
登
場
し
て
い
た
経
俊
で
、
二
男
俊
綱

が
天
方
氏
の
祖
に
あ
た
る
。

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
通
秀
の
と
き
に
天
方
城
（
静
岡
県
周
智
郡
森
町
）
に
拠
っ
て
天

方
氏
を
称
し
、
以
後
、
通
良
、
通
泰
、
通
員
、
通
季
、
通
稙
と
続
き
、
戦
国
時
代
の
通
興
は
今
川
氏
真
に
仕
え
て

い
た
。
森
町
向
天
方
に
は
天
方
城
跡
が
あ
り
、
現
在
は
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

今
川
氏
真
没
落
後
、
通
興
は
石
川
数
正
に
従
っ
て
徳
川
家
康
に
仕
え
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
か
ら
は
大
久

保
忠
世
に
属
し
た
。
こ
の
通
興
の
子
が
通
綱
（
山
城
守
と
も
）
で
あ
る
。
長
男
通
之
は
早
世
し
た
た
め
、
通
綱
が

事
実
上
の
嫡
男
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
方
通
綱
は
徳
川
家
中
で
は
外
様
で
あ
り
、
か
つ
遠
江
の
出
の
た
め
岡
崎

の
松
平
信
康
と
の
関
係
は
浅
か
っ
た
。
従
っ
て
、
岡
崎
の
小
領
主
時
代
の
徳
川
家
に
親
の
代
か
ら
仕
え
て
い
た
半

蔵
と
は
違
い
、
君
命
を
完
遂
す
る
た
め
に
信
康
の
介
錯
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

君
命
は
完
遂
し
た
も
の
の
、
主
君
の
嫡
男
の
首
を
落
と
す
と
い
う
行
為
は
重
荷
だ
っ
た
ら
し
く
、
通
綱
は
出
奔

し
て
高
野
山
で
隠
棲
し
て
し
ま
う
。
実
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
通
綱
に
つ
い
て
は
系
譜
中
に
名
前
を
記
す

の
み
で
、
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
、
主
君
家
康
の
長
男
の
首
を
打
っ
た
こ
と
が
響
い

て
い
る
に
違
い
な
い
。

天
方
氏
の
そ
の
後

　

さ
て
、
通
綱
の
出
奔
で
天
方
家
で
は
跡
継
ぎ
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
通
興
は
家
康
の
側
近
青
山
忠
成
に



嫁
い
で
い
た
娘
の
子
通
直
を
養
子
と
し
て
も
ら
い
受
け
て
跡
継
ぎ
と
し
た
。
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
通
興
が
死

去
す
る
と
通
直
が
祖
父
の
跡
を
継
ぎ
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
徳
川
家
康
に
仕
え
た
。
そ
し
て
、
同
十
五
年
十
五
歳
で
下

総
国
で
五
〇
〇
石
を
賜
っ
て
天
方
家
を
再
興
す
る
と
、
二
五
〇
石
の
加
増
後
、
同
十
八
年
に
は
実
父
青
山
忠
成
の

没
後
に
そ
の
遺
領
か
ら
一
五
〇
〇
石
も
分
け
与
え
ら
れ
て
、
合
わ
せ
て
二
二
五
〇
石
を
知
行
す
る
大
身
の
旗
本
と

な
っ
た
。

　

天
方
家
は
通
直
の
孫
致
通
の
跡
も
、
遠
江
掛
川
藩
主
青
山
幸
成
（
忠
成
の
孫
）
の
四
男
成
展
が
養
子
と
し
て
継

い
だ
。
こ
う
し
た
二
重
の
関
係
も
あ
り
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
は
丹
波
篠
山
城
主
と
な
っ
て
い
た
青
山

家
の
一
族
と
し
て
青
山
氏
に
改
称
し
た
。
こ
の
と
き
、
分
家
の
天
方
忠
利
も
「
青
山
」
と
改
称
し
て
い
る
。
山
内

首
藤
氏
の
末
裔
で
室
町
時
代
か
ら
由
緒
あ
る
「
天
方
」
と
い
う
名
字
を
一
族
そ
ろ
っ
て
捨
て
た
の
も
、
こ
の
事
件

が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

で
は
、
天
方
氏
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
天
方
通
綱
の
事
績
は
ほ
と

ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
越
前
中
納
言
秀
康
卿
に
つ
か
ふ
」
と
あ
る
。「
越
前
中
納
言
秀
康
卿
」
と
は
徳
川
家

康
の
二
男
結
城
秀
康
の
こ
と
で
あ
る
。

　

高
野
山
で
隠
棲
し
て
い
た
天
方
通
綱
は
、
の
ち
に
結
城
秀
康
に
召
し
出
さ
れ
て
そ
の
家
臣
と
な
り
、
一
五
〇
〇

石
を
知
行
し
た
。
以
後
、
代
々
越
前
松
平
家
に
仕
え
、
福
井
藩
士
と
な
っ
て
「
天
方
」
の
名
字
を
伝
え
た
。

　

幕
府
が
大
名
や
旗
本
の
家
譜
を
集
成
し
て
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
を
編
纂
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
藩
も
藩
士
の

家
譜
を
編
纂
し
た
。
そ
し
て
、
近
年
こ
う
し
た
家
譜
類
を
一
般
の
方
で
も
簡
単
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
刊
行
す
る

こ
と
が
増
え
て
き
た
。
福
井
県
文
書
館
で
も
『
福
井
藩
士
履
歴
』
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

　

福
井
藩
の
天
方
家
も
、
こ
の
『
福
井
藩
士
履
歴
１
』
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
三
一
ペ
ー
ジ
に
天
方

五
郎
左
衛
門
五
五
〇
石
と
あ
る
の
が
、
そ
の
末
裔
で
あ
る
。
以
後
、
金
五
右
衛
門
、
数
馬
、
外
記
、
金
五
右
衛
門
、

孫
八
、
五
郎
左
衛
門
、
道
（
た
だ
し
）
と
続
き
、
明
治
維
新
を
迎
え
た
。

　
『
福
井
県
史　

通
史
編
4　

近
世
二
』
に
は
、
幕
末
の
藩
主
松
平
慶
永
の
家
臣
で
改
革
派
の
側
用
人
と
し
て
天

写真1��「諸士先祖之記」天方 松平文庫　福井県文書館保管



方
孫
八
の
名
が
み
え
る
。
ま
た
、
孫
八
の
子
五
郎
左
衛
門
（
彝
之
助
）
は
白
山
登
山
の
記
録
『
白
山
行
程
記
』
と

い
う
書
物
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

現
在
、「
天
方
」
と
い
う
名
字
は
、
ル
ー
ツ
の
地
で
あ
る
静
岡
県
を
筆
頭
に
、
福
井
県
、
石
川
県
、
北
海
道
な

ど
に
多
い
。北
海
道
の
名
字
は
明
治
維
新
後
に
東
北
や
北
陸
か
ら
移
住
し
た
人
達
の
子
孫
で
あ
り
、現
在
の「
天
方
」

の
分
布
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』『
福
井
藩
士
履
歴
１
』
と
い
う
二
つ
の
資
料
か
ら
裏
打
ち
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

芦
田
氏
の
来
歴

　

同
じ
よ
う
な
家
に
は
芦
田
氏
が
あ
る
。芦
田
氏
は
清
和
源
氏
満
快
流
で
、信
濃
国
佐
久
郡
の
国
衆
で
あ
っ
た
。『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
三
百
五
十
六
に
よ
る
と
、
も
と
は
同
国
小
県
郡
依
田
（
長
野
県
上
田
市
）
に
住
ん
で
依
田

氏
を
称
し
た
と
い
う
。『
源
平
盛
衰
記
』
第
二
十
九
「
源
氏
軍
配
分
の
事
」
に
見
え
る
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

に
木
曾
義
仲
が
北
陸
に
出
兵
し
た
時
に
従
っ
た
武
士
「
信
濃
国
住
人
余
田
次
郎
」
と
は
依
田
氏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
時
「
飯
沼
」
を
称
し
た
も
の
の
再
び
「
依
田
」
に
戻
り
、
経
光
の
時
に
佐
久
郡
芦
田
に
移
っ
て
、
以
後
は
芦
田

氏
を
称
し
た
と
あ
る
。

　

戦
国
時
代
の
芦
田
信
守
は
武
田
信
玄
に
属
し
二
俣
城
を
守
っ
た
。
子
信
蕃
は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
武
田
氏

が
滅
亡
す
る
と
、徳
川
家
康
に
属
し
て
周
辺
の
武
士
を
糾
合
し
佐
久
郡
を
制
圧
し
た
。
信
蕃
は
「
芦
田
」
と
も
「
依

田
」
と
も
名
乗
っ
た
ら
し
く
、
事
典
類
を
見
て
も
表
記
が
割
れ
て
い
る
。
長
男
康
国
は
小
田
原
合
戦
で
討
死
、
二

男
康
真
（
康
勝
）
が
跡
を
継
い
で
、
家
康
の
関
東
入
国
で
上
野
藤
岡
城
三
万
石
を
領
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
一
月
、
康
真
は
大
坂
の
旅
宿
で
同
僚
の
小
栗
三
助
と
囲
碁
を
し
て
い
た
際

に
喧
嘩
口
論
と
な
り
、
小
栗
を
殺
害
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
所
領
を
没
収
さ
れ
、
高
野
山
に
蟄
居
し
た
。
そ
の
た

め
、
名
門
芦
田
氏
の
嫡
流
は
断
絶
し
た
。

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
、
芦
田
信
守
の
弟
、
信
幸
の
末
裔
が
旗
本
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
信
幸
は
武

田
信
玄
・
勝
頼
に
仕
え
た
の
ち
に
徳
川
家
康
に
従
い
、
天
正
壬
午
の
乱
で
戦
死
。
子
信
守
（
肥
前
守
、
祖
父
と
同



名
）
は
上
野
・
武
蔵
で
二
〇
〇
〇
石
を
賜
っ
て
子
孫
は
旗
本
と
し
て
存
続
し
た
。
こ
の
家
は
「
依
田
」
を
称
し
て

お
り
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
も
祖
信
幸
以
来
一
貫
し
て
「
依
田
」
で
登
場
す
る
。「
芦
田
」
は
幕
府
内
で
は
憚

ら
れ
る
名
字
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
高
野
山
で
蟄
居
し
て
い
た
康
真
は
の
ち
に
山
を
降
り
、
上
杉
討
伐
の
た
め
下
野
小
山
に
在
陣
し
て
い
た

結
城
秀
康
に
拝
謁
、「
加
藤
四
郎
兵
衛
康
寛
」
と
名
乗
っ
て
そ
の
家
臣
と
な
っ
た
。
さ
す
が
に
ま
だ
事
件
か
ら
日

が
浅
く
、「
芦
田
」
や
「
依
田
」
は
名
乗
り
づ
ら
か
っ
た
と
み
え
る
。
そ
し
て
、
関
ヶ
原
合
戦
後
に
秀
康
が
福
井

藩
主
と
な
る
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
福
井
藩
士
と
な
っ
た
。

　

こ
の
末
裔
が
『
福
井
藩
士
履
歴
１
』
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
芦
田
家
で
あ
る
。
福
井
藩
最
上
位
の
高
知
席

一
七
席
の
一
つ
で
知
行
高
は
三
五
〇
〇
石
、家
老
を
出
す
家
格
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、旗
本
と
な
っ
た
家
は
「
依

田
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
福
井
藩
士
と
な
っ
た
家
は
一
時
的
に
世
間
を
憚
っ
て
「
加
藤
」
を
名
乗
っ
た
も
の
の
、

江
戸
時
代
に
は
代
々
の
名
門
で
あ
る
「
芦
田
」
の
名
字
を
名
乗
っ
て
い
た
。

　

家
康
の
二
男
秀
康
は
二
代
将
軍
秀
忠
の
兄
に
あ
た
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
徳
川
家
を
出
て
結
城
家
を
継
い
だ
。
そ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
秀
康
は
こ
う
し
た
徳
川
家
か
ら
出
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
武
士
達
を
吸
収
し
高
禄
で
抱

え
た
。
し
か
も
、
幕
臣
に
と
ど
ま
っ
た
庶
流
が
名
字
を
変
え
て
仕
え
た
の
に
対
し
、
天
方
家
で
は
そ
の
ま
ま
「
天

方
」
を
、
芦
田
家
で
は
国
衆
と
し
て
の
本
貫
地
「
芦
田
」
の
名
前
で
仕
え
て
い
る
。
将
軍
の
実
兄
で
あ
る
か
ら
こ

そ
彼
ら
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
本
来
の
名
字
を
名
乗
ら
せ
る
事
も
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
他
に
も
、
同
じ
く
高
知
席
で
『
福
井
藩
士
履
歴
２
』
に
登
場
す
る
大
谷
家
の
祖
大
谷
重
政
は
、
石
田
三
成

の
盟
友
大
谷
吉
継
の
三
男
の
子
孫
で
あ
る
と
伝
え
る
な
ど
、『
福
井
藩
士
履
歴
』
に
登
場
す
る
家
に
は
興
味
深
い

家
が
多
い
。
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参考資料

福井藩家臣団の家格別人数
(嘉永５年)

・荒子・中間等の小者973名を除く。
・舟澤茂樹氏「福井藩家臣団と藩士の昇進」
　『福井県地域史研究』創刊号 1970年による。

家      格 人　数

（

士
族
略
履
歴

諸
役
人
并
町
在
御
扶
持
人
姓
名

各資料と家格などとの関係

「よたれ」欠

新番格以下

士族略履歴

本多家
高知席
高　家
寄合席
定座番外席
番士  役番外
　　　大番など
新番・新番格
医師・絵師など

　士分合計

与力
小役人
一統目見席
小算・坊主・下代
諸組(足軽)

　卒合計

家臣団総計

1
16
2

38
14

106
495
81
49

　802

39
84
87

347
1,341

1,898

2,700

◆
　
　
札

子
弟
輩
な
ど

旧
藩
制
役
成

増
補
雑
輩

        

な
ど

士族 旧藩制役成剝札

士
　
　
族

「かよたれそ」
欠

＊嘉永5年の表にある与力39名は、慶応2年10月22日までに全員が士分として召し出されたため、
「剝札」「士族」「士族略履歴」に収載されている。
＊なお、嘉永5年の表に載っていないが、元武生家来（府中本多家家臣。ただし物頭以上）の29
名も明治2年11月25日の改革で士分とされたため「剝札」「士族」に収載されている。

「書役」について

　「新番格以下」1 ～ 7、および「雑輩之類剝札」の巻末にはそれぞれ以下の「書
役」が記載されている。「新番格以下増補雑輩」には記されていない。
　「書役」について詳しくは吉田健「幕末維新期の福井藩人事関係資料（松平文庫）
について」『福井藩士履歴１　あ～え』解説を参照。

剝

新番格以下 増補雑輩 剝札

家数 人数 人数 人数

イ 27 115 30 1

ハ 30 117 12

ニ 6 31 4

ホ 7 36 2

ト 12 56 2

チ 2

リ 1 1

ヲ 35 135 10

ワ 13 66 3

カ 19 80 13 1

ヨ 28 104 12

タ 44 183 13 2

ツ 10 41 7

ネ 1 3

ナ 18 78 5 1

ム 8 39 3

ウ 10 45 8

ノ 17 67

ク 10 41 1

ヤ 25 103 2

マ 25 104 14

ケ 1

フ 17 65 10 1

コ 13 54 4 2

エ 8 27

テ 3 8

ア 16 71 7

サ 28 113 9 1

キ 8 36 2

ミ 8 43 1

シ 16 75 6 2

ヒ 6 22 4

モ 7 28 2

セ 2 7

ス 4 17 2 1

合計 482 2011 187 16

書役名 「新番格以下」にみえる記事
御記録書継方下代
　二見浦右衛門

（弘化四年九月）同月十八日御目付御記録書継方下代被仰付候

石原甚十郎物書
　大橋佐四郎

―

横田作太夫物書
　大瀬弥作

（元治元）同年六月廿四日昨秋詰中御目付御記録書継被仰付、
格別出精相勤候ニ付小寄合格ニ被成下、金五百疋被下置候

土屋十郎右衛門物書
　寺嶋仙右衛門

天保六未年御目付大関新五左衛門組江被召抱
同十四卯年物書役被仰付

中根新左衛門物書
　森永常次

御目付物書 森永儀兵衛（真柄）と同一人物か？

浅井八百里物書
　鷲田直四郎

弘化四未年物書役被仰付
弘化四未年十月十九日江戸詰之処御呼返し、浅井八百里物書
役被仰付・�点線は原本の区切り。

・��家数・人数のイ～サは確定値。キ以下及び新番
格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は筆耕原稿など
による概数。

・��新番格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は家として
管理されていないので人数のみ。

「新番格以下」及び「新番格以下増補雑輩」
「雑輩之類剝札」に掲載されている家数・
人数
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