
改
訂
・

越
ヶ
谷
宿
に
も
い
た
キ
リ
シ
タ
ン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
藤
幸
一 

長
崎
県
の
一
部
の
地
域
、
例
え
ば
五
島
列
島
や
平
戸
市
に
あ
る
生
月

い
き
つ
き

島
に
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
が
今
で
も
残

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
享
保
年
間
に
越
ヶ
谷
宿
に
も
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
。 

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
し
て
は
、
足
立
区
の
保ほ

木
間

き

ま

や
茨
城
県
の
古
河
に
数
人
ほ
ど
い
た
こ
と
が
、
明
暦
四
年 

（
一
六
五
八
）
の
『
吉
利
支
丹
出
申
国
所

い
で
も
う
す
く
に
ど
こ
ろ

之
覚
』
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
川
辺
町

き
た
か
わ
べ
ま
ち

の
古
河
藩
領

の
柳
生

や
ぎ
ゅ
う

村
に
も
い
た
こ
と
が
『
古
河
誌
』
に
よ
っ
て
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
名
残
が
現
在
も
続
い
て
い
る
「
本
家

ほ

ん

け

祭

り
」
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

昭
和
三
十
年
代
に
川
口
の
芝
で
発
見
さ
れ
た
木
造
阿
弥
陀
如
来
座
像
の
胎
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
十
字
架
と
マ

リ
ア
観
音
像
が
あ
る
。
永
年
キ
リ
シ
タ
ン
の
研
究
と
調
査
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
栗
橋
郷
土
研
究
会
の
加
藤
大
政

ひ
ろ
ま
さ

氏
は
、

マ
リ
ア
観
音
像
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
仏
像
を
所
蔵
し
て
い
る
（
史
料
１
）。 

越
ヶ
谷
宿
の
本
陣
（
大
沢
町
に
あ
り
）
を
勤
め
た
福
井
猷ゆ

う

貞て
い

に
よ
っ
て
文
化
文
政
年
間
頃
に
書
か
れ
た
「
越
ヶ
谷

瓜
の
蔓
」
の
中
に
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
す
る
内
容
が
み
ら
れ
る
（
史
料
２
）。 

越
ヶ
谷
宿
の
新
町

し
ん
ま
ち 

(

越
ヶ
谷
宿
の
内
の
南
部)

に
新
兵
衛
と
い
う
者
の
切
支
丹
一
族
が
い
た
。
場
所
は
、
日
光
街

道
沿
い
の
赤
山
街
道
が
始
ま
る
南
側
角
地
に
あ
っ
た
。
田
中
屋
呉
服
店(

現
在
駐
車
場)
が
あ
っ
た
地
点
で
あ
る
。 

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
、
倅
の
籠
太
郎
一
人
を
残
し
て
、
代
々
「
新
兵
衛
」
を
名
乗
る
切
支
丹
類
族
（
キ
リ

シ
タ
ン
信
徒
の
一
族
）
が
絶
え
、
天
嶽
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
残
さ
れ
た
籠
太
郎
は
宝
珠
花
村
の
親
類
へ
引
き
取
ら
れ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
越
ヶ
谷
宿
の
キ
リ
シ
タ
ン
一
族
は
す
べ
て
絶
え
た
。 

越
ヶ
谷
町
の
住
民
は
す
べ
て
天
嶽
寺
の
檀
那
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
一
町
一
寺
の
特
権
が
天
嶽
寺
に
与
え

ら
れ
た
理
由
は
、
元
荒
川
の
改
修
に
あ
た
り
新
流
路
が
天
嶽
寺
の
敷
地
に
か
か
っ
て
い
た
代
償
で
あ
る
と
の
説
が
あ

る
が
、「
越
ヶ
谷
瓜
の
蔓
」
に
は
別
の
理
由
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
天
嶽
寺
が
新
た
に
越
ヶ
谷
村
（
日
光
街
道
沿
い

の
村
、
後
の
越
ヶ
谷
町
）
に
檀
家
を
獲
得
し
始
め
た
頃
、
越
ヶ
谷
郷
一
帯
に
檀
家
を
持
っ
て
い
た
迎
摂
院
の
檀
家
の

中
で
、
越
ヶ
谷
の
新
町
組
に
切
支
丹
が
い
る
こ
と
を
見
い
出
し
、
以
後
、
宿

し
ゅ
く

役
人
に
伝
え
た
こ
と
が
端
を
発
し
、 

越
ヶ
谷
町
に
切
支
丹
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
と
一
町
一
寺
の
特
権
を
天
嶽
寺
に
与
え
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

※
主
な
参
考
文
献

・
『
越
谷
市
史 

第
一
巻 

通
史
上
』
五
〇
六
頁
、『
越
谷
市
史 

第
四
巻 

史
料
二
』
五
四
～
七
八
頁 

平
成
26
年
11
月 

第
46
回 

越
谷
市
民
文
化
祭
「
越
ヶ
谷
宿
に
も
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
」（
加
藤
幸
一
） 

１ 



史
料
１
．
加
藤
大
政

ひ
ろ
ま
さ

氏
所
蔵
「
マ
リ
ア
観
音
像
」
に
刻
ま
れ
た
銘
文 

           

万
里
万 註

１

觀
音
ハ
弥
陀
乃

似
註
２
・
に
せ

に 

奥 お
く

出 い
づ

つ
し 註

３ 

有
縁

う

え

ん

乃
衆

生

し
ゅ
じ
ょ
う 斉

度

さ
い
ど 

し 註
３

給
ふ 

※
加
藤
大
政

ひ
ろ
ま
さ

氏
の
住
所
：
久
喜
市
栗
橋
中
央
１
丁
目
８
の
６
（
吹
禅
堂
） 

 

前 

後 

後
ろ
に
刻
ま
れ
た
文
字 

２ 



註
１ 

加
藤
大
政
氏
は
、〈
※
１
の
字
は
、
本
来
は
「
ア
」
と
い
う
字
で
あ
る
が
、
後
で
発
見
さ
れ
た
時
に
罰
を
受 

け
な
い
よ
う
に
と
考
え
て
、
あ
え
て
余
分
な
線
を
入
れ
判
じ
物
に
し
て
読
め
な
く
し
て
い
る
。
裏
の
読
み
は 

「
万
里
ア
」
つ
ま
り
「
マ
リ
ア
」
で
あ
る
〉
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
だ
け
仮
名
は
不
自
然
で 

あ
る
の
で
、
漢
字
の
「
万
」
で
あ
り
、「
マ
リ
ア
」
を
「
マ
リ
マ
」
と
書
か
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
。 

註
２ 

加
藤
大
政
氏
は
「
假
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、
似
せ
る
と
言
う
意
味
で
「
似
」
の
字
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

註
３ 

「
志
」
の
字
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
加
藤
大
政
氏
は
〈
実
は
こ
の
字
は
「
志
」
で
は
な
く
、
十
字
架
の
記

号
が
隠
さ
れ
て
い
る
判
じ
物
で
、「
十
（
十
字
架
）
と
心
」
か
ら
な
る
字
、
意
味
は
「
キ
リ
ス
ト
の
心
」〉
と

し
て
い
る
。
ま
た
、「
志
」
を
「
し
」
と
読
ん
で
、「
奥
出

お
く
い
づ

つ
し
」（
奥
に
あ
っ
た
も
の
を
表
に
出
し
て
）、「
斉
度

さ

い

ど

し
」（
済
度

さ

い

ど

し
、
つ
ま
り
済す

く

い
出
し
て
）
と
言
う
意
味
に
も
と
れ
る
。 

こ
の
観
音
像
は
、
加
藤
大
政
氏
が
住
ま
わ
れ
る
栗
橋
か
ら
幸
手
に
か
け
て
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
、
三
十
三
観
音
の

一
つ
、
白
衣
（
び
ゃ
く
え
）
観
音
か
も
し
れ
な
い
が
、
江
戸
初
期
に
刻
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
稚
拙
な
文
字
で

あ
り
、
そ
の
銘
文
の
最
初
の
「
万
里
万
観
音
」
の
文
字
か
ら
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
を
意
識
し
て
造
立
さ
れ

た
キ
リ
シ
タ
ン
の
為
の
観
音
、「
マ
リ
ア
観
音
像
」
の
可
能
性
が
充
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

近
在
に
は
、
か
つ
て
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
古
河
や
古
河
領
の
柳
生
（
や
ぎ
ゅ
う
）
村
（
現
在
の
北
川
辺
地
区
の

北
部
）
が
あ
る
。 

史
料
２
．
文
化
文
政
年
間
に
書
か
れ
た
「
越
ヶ
谷
瓜
の
蔓
」（
福
井
猷
貞
）
よ
り 

 

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
社
や
浅
間
社
、
愛
宕
社
の
別
当
を
兼
ね
た
迎
摂
院
と
江
戸
時
代
以
前
の
天
正
年
間
に
増
上
寺
よ

り
移
っ
て
き
た
天
岳
寺
と
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
３
点
ほ
ど
引
用
す
る
。 

◎
史
料
２
の
１ 

 

「
越
谷
市
史
四 

史
料
二
」
五
四
頁
よ
り
引
用(

ル
ビ
な
ど
や[ ]

内
は
加
藤
が
追
加
加
筆)

 

一
ひ
と
つ

越
谷
山
迎 こ

う

摂
院

し
ょ
う
い
ん

之 の

義
、
往
古
ゟ よ

り

右
組
ニ
罷
在

ま
か
り
あ
る

鎮
守

ち
ん
じ
ゅ

（
註
４
）
別
当
、
浅
間

せ
ん
げ
ん

宮 ぐ
う

別
当
、
愛
宕

あ

た

ご

別
当
等

仕

来

つ
か
ま
つ
り
き
た
る 

御 

朱
印
地
ニ に

而 て

越
ヶ
谷
旦
那
も
多
有
之

お
お
く
こ
れ
あ
り

候
そ
う
ろ
う

由
緒
之
寺
ニ
候
、
然

処

し
か
る
と
こ
ろ

天
正
年
中

ね
ん
ち
ゅ
う

増
上
寺
山
内

さ
ん
な
い

ゟ よ
り

被
為
遷

う
つ
り
な
さ
れ

候
天
岳 

寺
之
義
、
越
谷
村
ニ に

而 て

旦
那

専
も
っ
ぱ
ら

取
立
（
註
５
）
候
内 う

ち

、
新
町
組
ニ
切
支
丹
宗
之
者
有
之

こ
れ
あ
り

候
を
天
岳
寺
ニ に

而 て

見 み
い

出 だ 

シ
其 そ

の

段
（
註
６
）

訴
う
っ
た
え

上 あ
げ

候
所
、

全
す
べ
て

類
族

る
い
ぞ
く

（
註
７
）
ニ
も
御
座

ご

ざ

候
上
ハ
（
註
８
）
御
仕
置

お

し

お

き

（
註
９
）
ニ
も
不
被

お

お

せ 

仰
付

つ
け
ら
れ
ず

、
下
総

し
も
ふ
さ

宮
前

み
や
ま
え

寺 て
ら

（
註
10
）
類
族
之
者
ゆ
へ え

其
御
扱

お
あ
つ
か
い

ニ に

而 て

迎
摂
院
ハ
相 あ

い

放
レ
天
岳
寺
小こ

菩
提
（
註
11
）
ニ 

被
仰
付

お
お
せ
つ
け
ら
れ

候
節
、
御
奉
行
所
へ
願
上

ね
が
い
あ
げ

候
ハ
町
並

ま
ち
な
み

月
増

つ
き
ま
し(

註
12)

繁
昌

は
ん
じ
ょ
う

ニ
相 あ

い

成 な
り

候
上
ハ
此
後

こ
の
の
ち

切
支
丹
類
族
ハ
勿
論
、

立
帰
者

た
ち
か
え
り
も
の(

註
13)

、
入 い

る

満 ま
ん(

註
14)

伴
天
連

ば

て

れ

ん(

註
15)

之
徒 と

、
落 ら

っ

居 き
ょ

之
程 ほ

ど

難

計

は
か
ら
い
が
た
く

奉

存

候

ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

ニ
付 つ

き(

註
16)

、
家
並

い
え
な
み 

同
宗

ど
う
し
ゅ
う

（
註
17
）
ニ に

而 て

相
互
ニ
心
付

こ
こ
ろ
づ
け

穿
鑿

せ
ん
さ
く

為
致

い

た

す

旨 む
ね

願
上
候
所

尤
も
っ
と
も

之
筋
ニ
御
下
知

ご

げ

ち

有
之

こ
れ
あ
り

候
（
註
18
）
、 

 

３ 



依
之

こ
れ
に
よ
り

浄
土
宗
ニ
改
宗
不
致

い
た
さ
ざ
る

輩
や
か
ら

ハ
近
郷
或
ハ
大
沢
等
ヘ
立
越

た
ち
こ
し

申
候
様
宿

し
ゅ
く

役
人

や
く
に
ん

（
註
19
）
一
同
申
渡
し
候
ニ
付
、 

引
越
候
者
も
儘 ま

ま

有
之
候
へ
共
、
居
付

い

つ

き

之
百
姓
等
ハ

悉
こ
と
ご
と
く

改
宗
仕
候
故
、
迎
摂
院
・
照
蓮
院
等
之
旦
家

だ

ん

か

、
越
谷
ニ 

ハ
無
之

こ
れ
な
き

様
成
行

な
り
ゆ
き

、
在
方

ざ
い
か
た

而
已

の

み

取
扱
（
註
20
）
申
候
、
畢
竟

ひ
っ
き
ょ
う

迎
摂
院
ニ に

而 て

切
支
丹
糺
方

た
だ
し
か
た

不
行
届

ふ
ゆ
き
と
ど
け

故
右
之
始
末
ニ
相 あ

い 

成 な
り

、
後
来

こ
う
ら
い

越
谷
住
居
之
者
ハ
天
岳
寺
旦
那
之

掟
お
き
て

ニ
相
定
申
候
（
註
21
）、 

註
４
．
越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
社
を
さ
す
。 

註
５
．
天
岳
寺
が
越
谷
村
の
迎
摂
院
信
徒
の
住
民
か
ら
檀
那
を
獲
得
す
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

註
６
．「
其
段
」
と
「
訴
上
候
所
」
の
間
に
「
宿
役
人
ニ
」
を
入
れ
て
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。 

註
７
．
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
の
一
族
７
世
（
女
系
は
４
世
）
ま
で
の
称
。 

註
８
．（
類
族
に
該
当
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
）
本
人
が
信
仰
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
（
※
） 

註
９
．
処
罰 

註
10
．
下
総
葛
飾
郡
宮
前
村
に
あ
っ
た
寺
か
（
※
） 

 

な
お
、「
宮
前
寺
」
に
関
し
て
の
解
明
へ
の
研
究
は
秦
野
秀
明
氏
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

註
11
．
本
檀
家
に
準
ず
る
扱
い
の
こ
と
か
（
※
） 

註
12
．
越
ヶ
谷
宿
の
町
並
み
の
家
々
が
月
ご
と
に
増
え
続
け 

註
13
．
切
支
丹
宗
か
ら
一
時
的
転
向
者
（
※
） 

註
14
．
兄
弟
の
意
で
、
伴
天
連
の
次
に
位
す
る
宣
教
師
。 

註
15
．
切
支
丹
の
宣
教
に
従
事
し
た
司
祭
の
称
号
。 

註
16
．
徒と

輩は
い

が
は
い
り
こ
む
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
（
※
）、 

落
居
は
落
ち
着
く
こ
と
。 

註
17
．「
同
宗
」
と
は
天
岳
寺
の
浄
土
宗
を
さ
す
。 

註
18
．
互
い
に
注
意
忠
告
し
究
明
す
る
よ
う
に
幕
府
に
願
い
出
て
、
そ
の
よ
う
に
と
の
幕
府
よ
り
指
図
が
あ
っ
た
。 

 

（
※
）
の
出
典
は
『
越
谷
市
史 

第
一
巻 

通
史
上
』
五
〇
六
頁
。 

註
19
． 

越
ヶ
谷
宿
の
役
人 

註
20
．
越
ヶ
谷
宿
の
家
並
み
以
外
の
越
ヶ
谷
地
域
に
お
い
て
は
引
き
続
き
取
り
締
ま
っ
て
い
く
こ
と
。 

註
21
．
一
町
一
寺
の
特
権
が
天
岳
寺
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

後
半
の
「
依
之
」
以
降
の
文
章
の
要
約
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
浄
土
宗
に
改
宗
し
な
い
者
は
越
ヶ
谷
町
以
外
へ
立

ち
退
く
よ
う
に
と
幕
府
の
指
示
を
越
ヶ
谷
宿
の
役
人
か
ら
申
し
渡
さ
れ
、
迎
摂
院
や
照
蓮
院
の
檀
家
は
越
ヶ
谷
町
に

は
い
な
い
よ
う
に
と
の
こ
と
、
特
に
迎
摂
院
に
対
し
て
は
越
ヶ
谷
町
に
迎
摂
院
の
檀
家
の
中
に
切
支
丹
関
係
者
が
い

た
こ
と
を
さ
ら
に
叱
責
さ
れ
て
い
る
。 

※
右
の
文
章
は
、
秦
野
秀
明
氏
か
ら
の
ご
指
摘
が
あ
り
、
加
藤
が
追
加
解
説
し
ま
し
た
。 

◎
史
料
２
の
２ 

 

「
越
谷
市
史
四 

史
料
二
」
五
五
～
五
六
頁
よ
り
引
用(

ル
ビ
な
ど
は
加
藤
が
加
筆) 

一
ひ
と
つ

、
新
町

し
ん
ま
ち

に
切
支
丹

き
り
し
た
ん

類
族

る
い
ぞ
く

新
兵
衛

し

ん

べ

え

と
申

も
う
す

者 も
の

有
之

こ
れ
あ
り

、
人 に

ん

別
帳

べ
つ
ち
ょ
う

に
は
所 し

ょ

役
人

や
く
に
ん

（
註
22
）
奥
印

お
く
い
ん

仕
つ
か
ま
つ
り

、
家
内

か

な

い

（
註
23
） 

死
去
之 の

節
は
訴

上

う
っ
た
え
あ
げ

御
検
使

け

ん

し

之
上
天
岳
寺
へ

葬

来

ほ
う
む
り
き
た
り

候
、
然

所

し
か
る
と
こ
ろ

享
保
二
年
（
註
24
）
新
兵
衛
相
果

あ
い
は
て

、
忰

せ
が
れ 

籠 か
ご

太
郎

た

ろ

う

壱
人

ひ

と

り

に
罷

ま
か
り

成 な
り

候
間
、

願
ね
が
い

之
上
宝
珠

ほ
う
し
ゅ

花 ば
な

村
親
類
へ
引
渡
し
、
越
谷
町
類
族
相
絶

あ
い
た
え

申
も
う
し

候
、 

天
岳
寺
境
内

け
い
だ
い

堤
つ
つ
み

よ
り
二
側
目

ふ
た
が
わ
め

三
尊

さ
ん
ぞ
ん

弥
陀

み

だ

之
大 だ

い

石
碑
（
註
25
）、
新
兵
衛
代
々
之 の

墓
所
之
由 よ

し

申
も
う
し

伝
つ
た
う

、
○

新
兵
衛
住
居

す

ま

い

は
新
町
内

し
ん
ま
ち
な
い

橋
際

は
し
ぎ
わ

（
註
26
）
太
郎
次
敷 し

き

（
註
27
）
に
罷
居

ま
か
り
お
り

申

候

も
う
し
そ
う
ろ
う

由 よ
し

申

伝

も
う
し
つ
た
う

、 

又
町
中

４ 



抱
か
か
え

屋
敷

や

し

き

（
註
28
）
之
内
に
居

候

共

お
り
そ
う
ろ
う
と
も

申

之

こ
れ
を
も
う
し

（
註
29
）、
何
れ
共
難

相

分

あ
い
わ
か
り
が
た
く

候
、
乍

し
か
し

然
な
が
ら

下
総
宮
前
寺
類
族

る
い
ぞ
く

之
者
宮
前
宝
珠
花
に
は
末 ま

つ

（
註
30
）
有
之

こ
れ
あ
る

由 よ
し

、
小こ

菩
提
は
其 そ

の

最
寄
寺
に
て

葬

来

ほ
う
む
り
き
た
り

候
事
、 

註
22
．「
所
役
人
」
は
、
諸
役
人
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
所

と
こ
ろ

の
役
人
、
越
ヶ
谷
宿
所
轄
の
役
人
と
い
う
意
味
か 

註
23
．
一
家
の
内 

註
24
．
一
七
一
七
年 

註
25
．「
石
碑
」
は
、
江
戸
時
代
は
墓
石
を
指
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
墓
地
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
で 

大
き
な
石
碑
と
い
う
意
味
で
「
だ
い
せ
き
ひ
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

な
お
、
秦
野
氏
に
よ
っ
て
「
三
尊
弥
陀
の
大
石
碑
」
を
調
査
・
探
索
の
呼
び
か
け
を
し
て
い
る
。 

註
26
．
橋
際
と
は
「
中
町
橋
」(
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
橋)

の
際
と
い
う
意
味
。 

註
27
．「
敷
」
と
は
「
敷
地
」
の
略 

註
28
．
百
姓
が
他
村
で
所
持
す
る
屋
敷
（
日
本
国
語
大
辞
典
）。
広
辞
苑
の
「
抱
地
」
の
説
明
は
、「
江
戸
時
代
に
、

武
士
・
町
人
が
農
民
か
ら
買
い
取
っ
て
所
有
し
た
土
地
。
み
だ
り
に
家
作
な
ど
を
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
た
。」

と
あ
る
。 

註
29
．「
申
之
」
で
は
な
く
「
申
候
」
か 

註
30
．「
末
」
は
「
末
裔
」
の
略 

 

◎
史
料
２
の
３ 

「
越
谷
市
史
四 

史
料
二
」
七
八
頁
よ
り
引
用(

ル
ビ
な
ど
は
加
藤
が
加
筆)

 

一
ひ
と
つ

、
新
町
組

し
ん
ま
ち
ぐ
み

之 の

内
、
新
兵
衛
と

申
も
う
す

代
々
切
支
丹

き
り
し
た
ん

類
族

る
い
ぞ
く

之
者
有
之

こ
れ
あ
り

、
年
々
人 に

ん

別 べ
つ

帳
面
に
は
所 し

ょ

役
人

や
く
に
ん

奥
印

お
く
い
ん

仕
つ
か
ま
つ
り

、 

 
  

家
内

か

な

い

死
去
之
節
は
其 そ

の

時
々

訴

上

う
っ
た
え
あ
げ

御
検
使

け

ん

し

之
上
天 て

ん

岳
寺

が

く

じ

へ
取
置

と
り
お
き

申

候

も
う
し
そ
う
ろ
う

、
然

し
か
る

処
と
こ
ろ

享
保
二
年
、
新
兵
衛

し

ん

べ

え

家
内

か

な

い 

之
者
相 あ

い

果 は
て

、
忰

せ
が
れ

籠 か
ご

太
郎

た

ろ

う

壱
人

ひ

と

り

に
相
成

あ
い
な
り

申

候

も
う
し
そ
う
ろ
う

間
、
願

ね
が
い

之
上
宝
珠

ほ
う
し
ゅ

花 ば
な

村
親
類
へ
為 ひ

き

引
取

と

ら

せ

、
越
谷
町
類
族
相
絶

あ
い
た
え 

申
候
事
、
今
天
岳
寺
境
内

け
い
だ
い

二
側
目

ふ
た
が
わ
め

三
尊

さ
ん
ぞ
ん

弥
陀

み

だ

之
大 だ

い

石
碑
（
註
30
）、
新
兵
衛
墓
之
跡
也
、 

 
 
 

次
は
『
越
谷
市
史 

第
四
巻 

史
料
二
』
六
一
頁
よ
り
抜
粋 

         

註
１
、
２
、
３
、
19
、
20
、
30

の
注
釈
に
あ
た
っ
て
は
大
谷
達
人

た

つ

を

氏
の
協
力
を
得
ま
し
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
５
年
11
月 

加
藤
幸
一 

切
支
丹
の
新
兵
衛
宅→

 

現
・
田
中
屋
呉
服
店
の
地 

赤
山
街
道 

日光道中 

５ 

中町橋 


