
三
宅
秀
（
復
一
）
の
事
蹟
に
関
す
る
資
料
は
多
数
あ
る
が
、
金
沢

藩
英
学
校
に
お
け
る
語
学
教
師
と
し
て
禄
仕
し
て
い
た
頃
の
事
情
は

殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
回
、
加
越
能
時
報
（
明
治
二
十
一
年

創
刊
）
を
検
索
中
、
三
宅
の
口
述
筆
記
に
よ
る
「
旧
金
沢
藩
英
学
校

の
沿
革
」
（
二
○
五
号
、
明
治
四
十
）
、
「
余
が
英
語
学
修
の
順
序
と

加
州
藩
に
禄
仕
始
末
の
概
略
」
（
二
○
七
’
二
一
二
号
、
明
治
四
十
）

を
見
つ
け
、
そ
の
間
の
去
就
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
金
沢
藩
へ
提
出
し
た
明
治
三
年
十
月
の
三
宅
自
筆
の
由
緒

書
を
示
す
（
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
）

本
国
備
前
、
生
国
武
蔵

三
宅
復
一
有
実

私
儀
慶
応
三
年
九
月
六
日
於
金
沢
御
雇
被
仰
付
祇
訳
方
江
出
仕
罷

在
候
辰
年
十
一
月
洋
学
教
授
役
塾
所
御
用
加
被
仰
付
候
巳
年
四
月

十
九
日
英
学
三
等
教
師
被
仰
付
同
年
五
月
改
而
被
召
出
新
知
百
三

金
沢
藩
に
禄
仕
の
三
宅
復
一
に
つ
い
て

寺
畑
喜
朔

拾
石
被
下
置
候
上
三
等
上
士
江
御
指
加
相
成
申
候
同
月
十
一
日
権

少
属
被
仰
付
英
学
教
師
相
勤
罷
在
申
候
右
私
由
緒
如
斯
御
座

候
以
上

金
沢
藩
へ
の
禄
仕
の
動
機
は
、
さ
き
に
横
浜
の
米
医
諺
．
ぐ
の
＆
胃

が
三
宅
に
長
州
藩
へ
出
仕
を
す
す
め
た
が
（
慶
応
三
年
春
）
、
「
実
際

幕
府
か
ら
も
話
が
あ
っ
て
外
国
方
へ
出
仕
せ
ぬ
か
と
勧
誘
が
あ
っ
た

の
で
す
、
し
か
し
父
は
何
故
か
此
方
を
嫌
っ
て
居
り
ま
し
て
或
は
幕

政
の
衰
懲
を
見
て
居
る
ゆ
へ
か
自
分
も
幕
府
へ
は
仕
へ
な
か
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
で
幕
府
の
方
は
謝
絶
し
ま
し
た
、
他
の
大
藩
の
内
で
奉

公
を
求
め
て
居
り
ま
し
た
。
夫
れ
は
御
国
（
注
、
加
賀
）
と
薩
藩
と

で
あ
っ
た
の
で
す
、
処
が
父
の
親
友
に
福
田
兵
四
郎
敬
業
と
云
ふ
人

が
あ
り
ま
し
て
、
父
と
は
年
来
至
て
親
し
く
交
際
し
て
居
り
ま
し

た
、
此
人
が
予
て
加
賀
藩
へ
召
出
さ
れ
居
り
ま
し
て
私
が
ヴ
ェ
ッ
デ

ル
ヘ
対
し
て
長
州
行
き
を
断
り
ま
し
た
折
り
丁
度
藩
の
御
用
で
御
国

へ
赴
く
際
で
あ
っ
た
か
ら
、
兎
に
角
福
田
に
附
け
て
加
賀
へ
遣
る
と

云
ふ
こ
と
に
し
て
、
父
は
私
一
身
を
福
田
に
托
し
ま
し
た
」
（
二
○

八
号
）「

此
年
は
明
治
維
新
の
前
年
慶
応
三
丁
卯
の
歳
で
あ
る
私
は
是
迄

日
本
内
地
の
旅
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
至
極
結
構
だ
と
云
ふ
訳
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で
、
福
田
に
附
て
御
国
へ
往
き
ま
し
た
、
丁
度
英
国
船
が
七
尾
へ
来

航
し
て
此
処
に
上
陸
し
た
時
で
あ
り
ま
し
た
、
実
際
私
共
が
七
尾
へ

出
向
く
前
に
（
開
港
拒
否
の
た
め
）
英
国
船
は
出
帆
し
て
仕
舞
っ
た

の
で
あ
り
ま
し
た
、
夫
れ
で
七
尾
の
御
用
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

金
沢
へ
着
く
と
、
直
ぐ
御
傭
に
な
っ
て
壮
猶
館
の
榊
訳
方
へ
編
入
せ

ら
れ
ま
し
た
、
身
分
は
町
奉
行
の
支
配
で
、
最
初
は
二
十
五
人
扶
持

を
賜
は
り
ま
し
た
、
此
時
は
慶
応
三
年
丁
卯
九
月
六
日
で
あ
る
、
処

が
差
当
り
急
な
御
用
も
な
か
っ
た
か
ら
、
地
理
研
究
と
云
ふ
名
目
で

東
海
道
廻
り
を
為
て
其
年
十
月
父
へ
も
対
面
の
為
め
、
一
旦
江
戸
へ

帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
（
二
○
九
号
）

慶
応
四
年
、
幕
府
の
洋
書
調
所
で
は
箕
作
麟
祥
ら
が
英
学
教
授
に

必
要
な
教
科
書
な
ど
を
英
国
留
学
中
の
菊
地
大
六
、
外
山
正
一
ら
に

命
じ
て
買
入
れ
さ
せ
た
、
と
こ
ろ
が
、
「
其
書
籍
が
丁
度
江
戸
へ
着

し
た
時
分
に
は
徳
川
幕
府
瓦
解
の
後
で
あ
る
か
ら
幕
府
の
側
で
は
不

用
に
な
っ
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
書
籍
の
代
金
も
支
払
が
出
来
な

い
、
外
国
方
の
田
辺
が
非
常
に
心
配
し
て
私
の
父
に
相
談
を
し
に
来

ら
れ
た
、
夫
れ
で
私
が
書
目
を
一
覧
す
る
と
英
文
読
本
文
法
書
地
理

害
算
術
書
代
数
幾
何
害
歴
史
字
典
類
何
れ
も
三
四
十
部
づ
つ
あ
っ
て

価
も
頗
る
廉
価
で
あ
る
か
ら
直
接
御
客
方
へ
申
出
し
て
、
残
ら
ず
夫

れ
を
御
買
上
げ
の
事
に
な
り
ま
し
た
、
慶
応
義
塾
の
福
沢
氏
の
方
で

も
非
常
に
欲
が
っ
て
居
り
ま
し
た
が
、
私
の
申
込
み
が
先
に
あ
っ
た

為
に
悉
く
御
国
の
方
へ
廻
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
、
価
は
確
か
四
百

両
許
だ
っ
た
と
覚
へ
ま
す
、
並
で
学
校
を
開
く
為
の
書
籍
も
図
ら
ず

揃
ひ
ま
し
た
か
ら
早
々
金
沢
へ
赴
任
す
る
筈
で
あ
り
ま
し
た
が
春
以

来
父
が
病
気
に
罹
り
ま
し
た
の
で
横
浜
の
へ
ボ
ン
先
生
に
診
療
を
受

け
且
病
気
養
生
を
同
地
で
致
し
居
り
ま
し
た
の
で
私
も
附
添
看
護
を

致
し
一
日
一
日
と
赴
任
延
期
を
願
が
っ
て
居
り
ま
す
内
、
病
父
を
江

戸
へ
伴
れ
帰
り
ま
し
て
上
野
の
戦
争
の
頃
は
病
気
益
々
重
態
と
な
り

終
に
不
帰
の
客
と
な
り
ま
し
た
、
夫
れ
で
中
陰
を
仕
舞
ふ
て
か
ら
御

国
へ
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」
（
二
○
九
号
）

三
宅
は
着
任
し
て
（
壮
猶
館
↓
致
遠
館
）
、
壮
猶
館
の
榊
訳
方
と

協
議
し
て
、
画
期
的
な
「
英
学
校
之
規
定
」
（
内
容
は
略
す
）
を
作

成
し
、
学
習
の
実
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、

「
私
は
母
病
気
看
護
の
為
め
、
暫
時
の
御
暇
を
願
っ
て
明
治
三
年

の
春
東
京
へ
帰
っ
た
、
其
時
誰
れ
か
代
員
を
栫
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
で
、
慶
応
義
塾
の
福
沢
氏
に
迫
っ
て
適
当
の
人
を
求
め
た
、
す
る

と
福
沢
氏
が
長
野
桂
次
郎
氏
を
勧
め
た
、
此
人
は
私
が
曾
て
正
則
語

学
の
教
を
受
け
し
所
の
人
だ
か
ら
、
私
は
大
に
喜
ん
で
、
自
分
が
尊
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敬
す
る
先
生
が
、
私
の
代
り
に
往
っ
て
呉
れ
る
な
ら
其
様
な
結
構
な

事
は
な
い
と
云
ふ
て
、
即
ち
同
氏
を
御
国
へ
紹
介
し
て
彼
の
地
に
留

め
て
あ
る
自
分
の
家
財
雑
具
は
悉
皆
同
氏
へ
贈
る
こ
と
に
し
た
」

（
二
○
五
号
）

上
京
後
、
三
宅
は
二
ヵ
月
余
り
藩
兵
（
築
地
）
の
隊
付
医
者
を
命

じ
ら
れ
、
明
治
三
年
三
月
大
学
出
仕
の
運
び
と
な
っ
た
。

（
金
沢
医
科
大
学
）

十
七
・
八
世
紀
の
長
崎
に
お
け
る
医
学
を
言
う
場
合
、
ま
ず
、
掲

げ
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
南
蛮
医
学
・
オ
ラ
ン
ダ
医
学
で
あ
ろ

う
。
た
し
か
に
、
当
時
の
日
本
医
学
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
医
学
は

注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
国
医
学

は
、
ど
こ
へ
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
庭
脩
教
授
に
よ
れ
ば
、

「
長
崎
情
緒
と
は
オ
ラ
ン
ダ
情
緒
と
人
は
言
う
が
、
実
は
、
長
崎
の

異
国
情
緒
は
中
国
情
緒
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
医
学
」
と

「
情
緒
」
と
は
一
緒
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
見
解

も
一
理
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
長
崎
に
来
航
し
て
い
た
中
国

人
医
師
た
ち
の
活
躍
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
従
来
、
あ
ま
り
取
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近

年
、
着
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戸
出
一
郎
博
士
の
『
王
寧

宇
五
雲
子
伝
』
お
よ
び
播
吉
星
教
授
の
『
日
中
医
学
交
流
史
の
中
の

十
七
・
八
世
紀
の
長
崎
に
お
け
る

中
国
人
医
師
た
ち
に
つ
い
て山

本
徳
子
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