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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
綱
條
、 

マ
イ
ナ
ス
か
ら
の
ス
タ
ー
ト 

水 み

戸 と

藩
は
ん

第
だ
い

２
代

だ
い

藩
は
ん

主
し
ゅ

徳
と
く

川
が
わ

光
み
つ

圀
く
に

が
そ
の
生

し
ょ
う

涯
が
い

を
閉 と

じ
た
こ
ろ
、
た
び
重

か
さ

な
る
凶

き
ょ
う

作
さ
く

が
お

こ
り
、
藩
の
収

し
ゅ
う

入
に
ゅ
う

も
減

げ
ん

少
し
ょ
う

し
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
綱

つ
な

條
え
だ

の
３
代
藩
主
と
し
て
の
仕 し

事
ご
と

は
、
財

ざ
い

政
せ
い

難
な
ん

を
脱

だ
っ

出
し
ゅ
つ

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

は
じ

ま

る
の
で
し
た
。 

さ
て
、
水
戸
藩
の
財
政
難
の
も
と
と
な
る
農

の
う 

業
ぎ
ょ
う

の
衰

す
い

退
た
い

は
、
光
圀
が
藩
主
に
な
っ
て
か
ら

３
年
目
の
寛

か
ん

文
ぶ
ん

３
年
（
１
６
６
３
）、
水

す
い

田
で
ん

３
万

ま
ん

石
ご
く

が
附

つ
け

荒
あ
れ

※
１

と
な
る
大
凶
作
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
左
表
の
と
お
り
、
災
害

さ
い
が
い

や
凶
作

が
続

つ
づ

き
、
そ
れ
が
深
刻

し
ん
こ
く

な
財
政
難
へ
と
つ
な
が

り
ま
す
。
藩
は
財
政
難
を
脱

だ
っ

す
る
た
め
、
領

り
ょ
う

民
み
ん

と
藩

は
ん

士 し

か
ら
お
金

か
ね

を
取 と

り
立 た

て
て
急

き
ゅ
う

場 ば

を
し

の
ご
う
と
し
ま
し
た
が
、
延
宝

え
ん
ぽ
う

８
年
に
暴

ぼ
う

風
ふ
う

雨 う

と
大

だ
い

洪
こ
う

水
ず
い

が
重

か
さ

な
り
大
凶
作
が
お
こ
る
な
ど
、 

農
業
は
衰
退
し
て
い
く
ば

か
り
で
し
た
。 

そ
ん
な
中

な
か

、
元
禄

げ
ん
ろ
く

３
年

（
１
６
９
０
）
に
３
代
藩
主

に

就
任

し
ゅ
う
に
ん

し
た
綱
條
で
す

が
、
就
任
早
々

そ
う
そ
う

凶
作
に
見
舞

み

ま

わ
れ
た
り
、
江
戸

え

ど

の
水
戸
藩

上
か
み

屋
敷

や

し

き

小
石
川

こ

い

し
か

わ

邸
て
い

が

火
災

か

さ

い

に
あ
っ
た
り
、
小
石
川
邸
に

将
軍

し
ょ
う
ぐ
ん

を
迎

む
か

え
る
た
め
に
莫

ば
く

大
だ
い

な
経

け
い

費 ひ

が
必
要

ひ
つ
よ
う

に
な
っ 

た
り
な
ど
、
藩
財
政
は
一

い
っ

向
こ
う

に
良 よ

く
な
り
ま
せ

ん
。
一

い
ち

時 じ

的
て
き

に
富 ふ

商
し
ょ
う

や
富 ふ

農
の
う

か
ら
お
金
を
取

り
立
て
て
も
、
苦
境

く
き
ょ
う

を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
元
禄
16

年
（
１
７
０

３
）
、
ま
た
も
や
江
戸
小
石
川
邸
が
火
災
に
見

舞
わ
れ
る
と
、
い
よ
い
よ
綱
條
は
藩
政
を
改
革

か
い
か
く

す
る
た
め
、
藩
札

は
ん
さ
つ

（
→
知 し

っ
て
お
き
た
い
日 に

本
ほ
ん

史 し

）
の
発

は
っ

行
こ
う

に
踏 ふ

み
切 き

り
ま
し
た
。
水
戸
藩
の

藩
札
は
領

り
ょ
う

内
な
い

に
広

ひ
ろ

く
流

り
ゅ
う

通
つ
う

し
ま
し
た
が
、
発

行
し
て
か
ら
４
年
後
の
宝

ほ
う

永
え
い

４
年
、
幕

ば
く

府 ふ

か
ら

か
ら
禁
止
令

き

ん

し
れ

い

が
出 だ

さ
れ
た
た
め
、
藩
札
は
発
行

停
止

て

い

し

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
藩
札
を
期 き

限
げ
ん

内
な
い

に
正

せ
い

貨 か

と
引 ひ

き
換 か

え
き
れ
な
か
っ
た
領
民 

が
多

お
お

く
、
そ
の
不
満

ふ

ま

ん

は
大

お
お

き
か
っ
た
よ
う
で

す
。 

※
１ 

附
荒
…
水
田
に
苗

な
え

を
植 う

え
た
も
の
の
、

天
て
ん

候
こ
う

不 ふ

順
じ
ゅ
ん

や
労

ろ
う

働
ど
う

力
り
ょ
く

不 ぶ

足
そ
く

な
ど
で
放

ほ
う

置 ち

さ

れ
、
荒 あ

れ
て
し
ま
っ
た
土
地

と

ち

の
こ
と
。 

※
２ 

干
ば
つ
…
長

な
が

い

間
あ
い
だ

雨
あ
め

が
降 ふ

ら
な
か
っ

た
り
、
雨
が
少

す
く

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
起 お

こ
る
、
水

み
ず

不 ぶ

足
そ
く

の
状

じ
ょ
う

態
た
い

。 

   

江
戸
時
代
に
流
通
し
て
い
た
貨
幣
の
う
ち

最
も
っ
と

も
使
わ
れ
て
い
た
の
が
銭
貨
で
し
た
が
、 

知
っ
て
お
き
た
い
日
本
史 

江
戸
時
代
の
お
金
事
情

じ
じ
ょ
う 

商
し
ょ
う

品
ひ
ん

の
価 か

値 ち

を
決 き 

め
た
り
、
支 し

払
は
ら

い
の
手

し
ゅ

段
だ
ん

と
し
て
社

し
ゃ

会
か
い

に
流
通
し
て
い
る
も
の
を
貨 か

幣
へ
い

と
い
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
幕
府
は
全
国

ぜ
ん
こ
く

共
通

き
ょ
う
つ
う

の
貨
幣
（
正
貨
）

と
し
て
金

き
ん

貨 か

・
銀

ぎ
ん

貨 か

・
銭

せ
ん

貨 か

（
銅

ど
う

銭
せ
ん

）
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
れ
と
は
別

べ
つ

に
、
各
藩

か
く
は
ん

も
領
内
で
の
み
使

つ
か

え
る
貨
幣
を
発
行
し

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
藩
札
」
で
す
。
藩
札
は
正
貨
と
交
換

こ
う
か
ん

す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
領
内
に
あ
る
す
べ
て
の
正
貨
を
藩
が
管
理

か

ん

り

す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
集

あ
つ

め
た
正
貨
の
一
部

い

ち

ぶ

は
残

の
こ

し
て
お
き
、
そ
れ

以 い

外
が
い

は
赤

あ
か

字 じ

を
補

お
ぎ
な

っ
た
り
借

し
ゃ
っ

金
き
ん

の
返

へ
ん

済
さ
い

に
使
い
ま
し
た
。
宝
永
４

年
（
１
７
０
７
）
に
一
度

い

ち

ど

、
幕
府
か
ら
発
行
禁
止
令
が
出
さ
れ
ま
す

が
、
享
保

き
ょ
う
ほ
う

15

年
（
１
７
３
０
）
に
解

か
い

禁
き
ん

さ
れ
、
明

め
い

治 じ

時 じ

代
だ
い

ま
で
藩

札
は
発
行
さ
れ
続
け
ま
し
た
。 

集
め
た
正
貨
の
使
い
道
は
… 

交
換
用 

借
金
返
済
用 

お
金
が
な
け
れ
ば
作
れ
ば
い
い 

鋳
銭
事
業
の
始
ま
り 

水
戸
藩
で
商
売
し
た
い
か

ら
正
貨
を
藩
札
に
交
換
し

て
ち
ょ
ー
だ
い 

寛文  3年(1663) 3万石が附荒

  〃    8年 2万8000石が附荒

  〃    9年 領内が大干ばつ※２

  〃  10年 8万石が洪水の被害にあう

延宝  2年(1674) 不作

  〃    3年 不作

  〃    8年 暴風雨・大洪水のため大凶作

  〃    9年 飢饉がおこる

元禄  4年(1691) 凶作

  〃  11年 江戸小石川邸が火災

  〃  12年 大風水害におそわれる

  〃  13年 江戸小石川邸に将軍を迎える

  〃  16年 江戸小石川邸が再び火災

光
圀
の
時
代 

 
 

 

綱
條
の
時
代 

水戸藩をおそった災害など↓ 
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や
が
て
銭
貨
の
素
材

そ

ざ

い

で
あ
る
銅
の
国

こ
く

内
な
い

生
せ
い

産
さ
ん

量
り
ょ
う

が
減 へ

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
幕
府
は
延
享

え
ん
き
ょ
う

４

年
（
１
７
４
７
）
銭
貨
の
鋳
造

ち
ゅ
う
ぞ
う

※
３

を
停
止
し
、

代 か

わ
り
に
明
和

め

い

わ

２
年
（
１
７
６
５
）
鉄

て
つ

銭
せ
ん

の
鋳

造
を
始

は
じ

め
ま
し
た
。
水
戸
藩
も
明
和
５
年
に
幕

府
か
ら
許

き
ょ

可 か

を
受 う

け
、
現
在

げ
ん
ざ
い

の
JR

水
す
い

郡
ぐ
ん

線
せ
ん

常
ひ
た

陸 ち

太
お
お

田 た

駅
え
き

の
あ
た
り
に
鋳 い

銭
せ
ん

座 ざ

を
造

つ
く

り
、
鋳

ち
ゅ
う

銭
せ
ん

（
銭
を
鋳
造
す
る
こ
と
）
を
始
め
ま
す
。 

さ
て
、
鋳
銭
を
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
の
銭
不
足
は
解
消

か
い
し
ょ
う

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
反

は
ん

面
め
ん

、
銭

ぜ
に

相
そ
う

場 ば

の
下 げ

落
ら
く

を
招

ま
ね

く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
に
反
感

は
ん
か
ん

を
つ
の
ら
せ
た
領
民

は
つ
い
に
明
和
８
年
（
１
７
７
１
）
４
月
１
日
、

静
し
ず

神
じ
ん

社
じ
ゃ

（
那 な

珂 か

市 し

瓜
う
り

連
づ
ら

）
の
祭

さ
い

礼
れ
い

に
合 あ

わ
せ
て

立
ち
上
が
り
、
神
輿

み

こ

し

を
か
つ
い
で
鋳
銭
座
を
お

そ
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果

け

っ

か

、
鋳
銭
座
は
壊

こ
わ

さ
れ

全
ぜ
ん

焼
し
ょ
う

し
、
一
時
鋳
銭
事 じ

業
ぎ
ょ
う

は
中

ち
ゅ
う

断
だ
ん

せ
ざ
る

を
得 え

ま
せ
ん
で
し
た
。
続

つ
づ

い
て
同
年
11

月
、

元
も
と

の
場 ば

所
し
ょ

に
て
再

さ
い

開
か
い

さ
れ
た
鋳
銭
座
は
、
先

さ
き

の

暴
ぼ
う

動
ど
う

に
こ
り
て
厳

げ
ん

重
じ
ゅ
う

な
監

か
ん

督
と
く

が
行
わ
れ
た
と

い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
銭
相
場
の
下
落
は
変 か

わ

ら
ず
、
安
永

あ
ん
え
い

元
年
（
１
７
７
２
）、
幕
府
の
命
令

で
再
度
中
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

し
か
し
藩
は
鋳
銭
座
再
開
に
つ
い
て
幕
府

に
願

ね
が

い
出 で

、
結
果
、
安
永
３
年
よ
り
規 き

模 ぼ

を
縮

し
ゅ
く 

 

小
し
ょ
う

し
て
鋳
銭
の
許
可
が
下 お

り
た
た
め
、
３
度

目
の
鋳
銭
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
途
中

と
ち
ゅ
う

領
民

た
ち
の
不
穏

ふ

お

ん

な
動

う
ご

き
が
あ
っ
た
り
、
数

す
う

回
か
い

の
火 か

災
さ
い

に
遭 あ

い
な
が
ら
も
事
業
は
続
け
ら
れ
、
安
永

６
年
７
月
を
も
っ
て
鋳
銭
座
は
閉
鎖

へ

い

さ

さ
れ
ま

し
た
。
閉
鎖
の
理
由

り

ゆ

う

は
、
幕
府
か
ら
認

み
と

め
ら
れ

た
期 き

間
か
ん

が
満
期

ま

ん

き

と
な
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
銭
相
場
の
下
落
で
経
済

け
い
ざ
い

を
混
乱

こ
ん
ら
ん

さ

せ
、
領
民
の
生

せ
い

活
か
つ

を
お
び
や
か
し
た
こ
と
も
理

由
の
ひ
と
つ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

※
３ 

鋳
造
…
溶 と

け
た
金

き
ん

属
ぞ
く

を
型

か
た

に
流

な
が

し
込 こ

み
、
冷 ひ

や
し
固

か
た

め
て
作
る
、
金

き
ん

属
ぞ
く

の
加 か

工
こ
う

法
ほ
う

の

こ
と
。 

文
化
財
紹
介 

市
指
定
文
化
財 

二
孝
女
関
係
資
料 

臼
杵
に
帰
る
途
中
、
つ
ゆ
と
と
き
は
青
蓮
寺
に

向 む

け
て
感

か
ん

謝
し
ゃ

の
手 て

紙
が
み

を
書 か

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
現

在
も
青
蓮
寺
に
残

の
こ

っ
て
お
り
、
道
中

ど
う
ち
ゅ
う

で
出
会
っ

た
臼
杵
藩
士
が
青
蓮
寺
に
宛 あ

て
た
書

し
ょ

状
じ
ょ
う

や
、
２

人
の
行
動

こ
う
ど
う

に
心
打
た
れ
た
人
か
ら
送

お
く

ら
れ
た
和 わ

歌 か

や
俳

は
い

句 く

な
ど
と
一
緒

い
っ
し
ょ

に
、
平
成

へ
い
せ
い

22

年
に
市
の

文
化

ぶ

ん

か

財
ざ
い

に
指
定

し

て

い

さ
れ
ま
し
た
。
青
蓮
寺
で
は
、
毎

ま
い 

年
と
し

10

月
に
行
わ
れ
る
「

集
し
ゅ
う

中
ち
ゅ
う

曝
ば
く

涼
り
ょ
う

」
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
虫

む
し

干 ぼ

し

を
兼 か

ね
て
公

こ
う

開
か
い

し
て
い
ま
す
。 

水
戸
藩
こ
ぼ
れ
話 

う
な
丼

ど
ん

の
生 う

み
の
親

お
や 

「
う
な
丼
」
を
考

こ
う

案
あ
ん

し
た
の
は
常

ひ
た

陸 ち

太
お
お

田 た

市 し

出
し
ゅ
っ

身
し
ん

の
大

お
お

久 く

保 ぼ

今
い
ま

助
す
け

で
あ
る
こ
と
を
知 し

っ

て
い
ま
し
た
か
？
今
助
が
江
戸
か
ら
現
在

げ
ん
ざ
い

の
常
陸
太
田
市
に
帰

か
え

る
途 と

中
ち
ゅ
う

、
牛

う
し

久 く

沼
ぬ
ま

で
渡

わ
た

し

船
ぶ
ね

を
待 ま

っ
て
い
る
間

あ
い
だ

、
茶

ち
ゃ

店
み
せ

で
う
な
ぎ
の
か
ば
焼 や

き
と
ど
ん
ぶ
り
飯

め
し

を
頼

た
の

み
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
注

ち
ゅ
う

文
も
ん

し
た
品

し
な

が
出 で

て
き
た
と
同

ど
う

時 じ

に
「
船
が
出
る
よ
ー
」
の
声

こ
え

。
今
助
は
と
っ
さ 

に
ど
ん
ぶ
り
飯
の
上

う
え

に
か
ば
焼
き
の
乗 の

っ
た
皿
を
逆

さ
か

さ
に
か
ぶ

せ
て
船
に
乗
り
込 こ

み
ま
し
た
。
船
が
対
岸

た
い
が
ん

に
着 つ

い
て
か
ら
土
手

ど

て

に
腰

こ
し

を
お
ろ
し
て
食 た

べ
た
と
こ
ろ
、
う
な
ぎ
が
ほ
ど
よ
く
蒸 む

さ

れ
て
柔
ら
か
く
な
り
、
ご
飯

は
ん

に
は
た
れ
が
染 し

み
込
ん
で
、
こ
れ
ま

で
に
食
べ
た
ど
の
う
な
ぎ
よ
り
も
お
い
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

船
に 

お
く
れ
ち
ゃ
う
～ 

水
戸
藩
こ
ぼ
れ
話 

二 に

孝
こ
う

女
じ
ょ

物
も
の

語
が
た
り 

大
お
お

分
い
た

県
け
ん

臼
う
す

杵 き

市 し

と
姉 し

妹
ま
い

都 と

市 し

と
な
る 

き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
親
孝
行

お
や
こ
う
こ
う

の
物
語
が
あ
り
ま
す
。
文
化

ぶ

ん

か

元
年
（
１

８
０
４
）
３
月
、
現
在
の
大
分
県
臼
杵
市
の
農
民

の
う
み
ん

初
衛
門

は

つ

え
も

ん

は
、
浄

じ
ょ
う

土 ど

真
し
ん

宗
し
ゅ
う

の
祖 そ

と
さ
れ
る
親

し
ん

鸞
ら
ん

聖
し
ょ
う

人
に
ん

の
遺 い

跡
せ
き

を
訪

た
ず

ね
る
旅

た
び

に
出
か
け
ま
し
た

が
、
持
病

じ
び
ょ
う

が
悪
化

あ

っ

か

し
た
た
め
、
青
蓮
寺

し
ょ
う
れ
ん
じ

（
現
在
の
常
陸
太
田
市
東
連
地

と

う

れ
ん

じ 

町
ち
ょ
う

）
で
面
倒

め
ん
ど
う

を
見 み

て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
７
年
後
の
文
化
８
年
、
父

ち
ち

の
こ

と
を
伝

つ
た

え
聞 き

い
た
娘

む
す
め

の
つ
ゆ
（
22

歳
）
と
と
き
（
19

歳
）
は
、
道
中

ど
う
ち
ゅ
う

の
危
険

き

け

ん

を
承
知

し
ょ
う
ち

で
父

を
迎

む
か

え
に
行
く
こ
と
に
決 き

め
ま
す
。
臼
杵
市
と
青
蓮
寺
の
距
離

き

ょ

り

は
約

や
く

１
２
０
０
㌔
㍍
、
現
在
の

よ
う
に
便
利

べ

ん

り

な
交
通

こ
う
つ
う

手
段

し
ゅ
だ
ん

も
な
く
、
移
動

い

ど

う

は
船

ふ
ね

や
徒
歩

と

ほ

で
し
た
。
何
度

な

ん

ど

も
危
険
な
目 め

に
あ
い
な

が
ら
も
、
そ
の
都
度

つ

ど

親
切

し
ん
せ
つ

な
人

ひ
と

と
出
会

で

あ

い
、
つ
い
に
姉
妹

し

ま

い

は
父
と
の
対
面

た
い
め
ん

を
果 は

た
し
ま
す
。
２

人
は
父
が
こ
れ
ま
で
世
話

せ

わ

に
な
っ
た
村
人

む
ら
び
と

た
ち
に
お
礼

れ
い

を
す
る
た
め
、
一
軒

い
っ
け
ん

一
軒
あ
い
さ
つ
に

回
ま
わ

り
ま
し
た
。
そ
の
姿

す
が
た

に
心

こ
こ
ろ

を
打 う

た
れ
、
食 た

べ
物

も
の

や
お
金
を
持
っ
て
青
蓮
寺
を
訪
ね
る
者

も
の

も

少
す
く

な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
青
蓮
寺
に
来 く

る
途
中
に
出
会
っ
た
臼
杵
藩

う

す

き
は

ん

の
人

ひ
と

た
ち
の

協

力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
得 え

て
、
初
衛
門
と
姉
妹
は
無
事

ぶ

じ

臼
杵
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。 

↑青蓮寺本堂 


