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井
伊
家
十
代
直な

お

幸ひ
で

の
清せ

い

凉
り
ょ
う

寺じ

参
詣

　
彦
根
城
博
物
館
で
は
、
令
和
三
年
度
か

ら
五
か
年
計
画
で
、「
殿
様
の
日
常
生
活
」

の
解
明
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
会
を
組
織

し
ま
し
た
。
現
在
は
、
分
析
の
対
象
を
井

伊
家
十
代
直
幸
に
定
め
、
彼
が
彦
根
で

送
っ
た
日
常
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
際
、
主
な
検
討
史
料
と
し
て
い
る
の

が
「
側そ

ば

役や
く

日に
っ

記き

」（
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
）

で
す
。
こ
れ
は
、
殿
様
の
政
務
活
動
を
側

近
く
で
補
佐
し
た
側
役
（
彦
根
藩
士
）
が

記
し
た
業
務
日
誌
で
す
。
こ
の
史
料
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
直
幸
の
具
体
的
な
行
動

内
容
を
は
じ
め
、
そ
れ
が
周
囲
に
与
え
る

影
響
に
つ
い
て
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
彼
が
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
清

凉
寺
（
彦
根
市
古
沢
町
）
へ
の
参
詣
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
曹
洞
宗
寺
院
の
清
凉
寺
は
、
井
伊
家
歴

代
の
菩
提
寺
で
す
。
そ
の
た
め
、
井
伊
家

で
は
、
当
主
が
決
ま
っ
た
日
（
歴
代
の
祥

し
ょ
う

月つ
き

命め
い

日に
ち

な
ど
）
に
参
拝
を
し
て
い
ま
し
た
。

直
幸
も
、
同
寺
へ
の
参
詣
は
、
家
の
当
主

と
し
て
先
祖
を
崇
め
る
上
で
欠
か
せ
な
い

務
め
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
ち
な
み
に
、
直
幸
が
初
め
て
国
入

り
し
た
宝ほ

う

暦れ
き

六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
末

か
ら
、
江
戸
へ
出
府
す
る
ま
で
の
約
十
一

か
月
間
（
閏
月
を
含
む
）
で
、
自
ら
参
詣

し
た
の
が
三
十
四
回
、
自
身
に
代
え
て

藩
士
に
参
詣
さ
せ
た
も
の
も
含
め
る
と
、

六
十
三
回
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。

　
で
は
、
参
詣
の
当
日
、
直
幸
は
ど
の
よ

う
に
過
ご
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
明め

い

和わ

五

年（
一
七
六
八
）八
月
八
日
の「
側
役
日
記
」

に
は
、「
五
つ
時
御お

ん

表お
も
てへ
御お

出い
で

遊あ
そ

ば
さ
る

（
午
前
八
時
頃
、
御
殿
の
住
居
棟
か
ら
御ご

座ざ

の

間ま

（
殿
様
の
執
務
室
）へ
お
出
に
な
ら
れ
た
）。

（
中
略
）
御ご

家か

中ち
ゅ
う

出し
ゅ
っ

仕し

御お

通と
お

り
掛が

け
御お

請う

け
遊
ば
さ
れ
、
御
座
之
間
に
入い

ら
せ
ら
る

（
出
仕
し
た
家
中
の
お
目め

見み
え

を
通
り
が
か
り
で

お
受
け
に
な
ら
れ
、
御
座
の
間
に
お
入
り
に

な
ら
れ
た
）。四
つ
時
前
御お

湯ゆ

召め

さ
せ
ら
れ
、

御お
ん

上か
み

下し
も

召
さ
せ
ら
る
（
午
前
十
時
前
頃
、
湯

浴
み
を
な
さ
れ
、裃

か
み
し
もを
お
召
し
に
な
ら
れ
た
）。

御
玄
関
よ
り
御
出
、
御お

ん

駕が

、
清
凉
寺
へ
御

参
詣
遊
ば
さ
る
（
玄
関
よ
り
お
出
に
な
り
、

御お

駕か

籠ご

で
清
凉
寺
へ
御
参
詣
に
な
ら
れ
た
）。」

と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
記
事
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、

直
幸
が
清
凉
寺
へ
向
か
う
準
備
を
す
る
中

で
、
家
中
の
お
目
見
を
受
け
た
点
で
す
。

実
は
、
同
寺
へ
の
参
詣
日
に
は
、
こ
う
し

た
対
面
の
場
が
頻
繁
に
設
定
さ
れ
ま
し

た
。
殿
様
と
対
面
す
る
機
会
を
調
整
す
る

立
場
に
あ
っ
た
藩
士
た
ち
に
と
っ
て
、
決

ま
っ
て
お
と
ず
れ
る
同
寺
へ
の
参
詣
日

は
、
殿
様
へ
の
お
目
見
を
設
定
し
や
す
い

日
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
直
幸
が
駕
籠
に
乗
っ
て
参
詣
し

た
点
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
同
日
記
の
宝

暦
十
一
年
六
月
二
十
八
日
の
記
述
に
は
、

「（
前
略
）
此こ

の

御ご

時じ

節せ
つ

ニ
付つ

き

、
御
駕
い
た
・

脇
之
御
す
た
れ
町
端
迄
ハ
お
ろ
し
候

そ
う
ろ
う

様よ
う

ニ

仰お
お

せ
付つ

け
ら
る
（
こ
の
「
御
時
節
」
な
の
で
、

御
駕
の
板
・
脇
の
簾
は
城
下
の
端
ま
で
は
下

ろ
す
様
に
、
直
幸
が
お
命
じ
に
な
ら
れ
た
）。」

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
御
時
節
」
と
は
、
同
月
十
二
日
に
九

代
将
軍
徳
川
家い

え

重し
げ

が
亡
く
な
っ
て
か
ら
間

も
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い

ま
す
。
注
目
し
た
い
の
は
、
直
幸
が
喪
に

服
す
気
持
ち
を
示
す
た
め
か
、
城
下
を
通

る
間
は
駕
の
板
や
簾
を
下
ろ
す
よ
う
に
命

じ
た
点
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
、「
御
時
節
」

で
は
な
い
日
々
の
参
詣
の
際
に
は
、
直
幸

の
駕
は
板
や
簾
を
下
ろ
さ
ず
に
城
下
を
通

行
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
す
。

　
ま
た
、
同
日
記
の
別
の
記
述
か
ら
、
直

幸
は
数
十
人
程
度
の
供
を
率
い
て
清
凉
寺

に
参
詣
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
彦

根
城
下
に
暮
ら
す
人
た
ち
に
と
っ
て
、
直

幸
の
同
寺
へ
の
参
詣
は
、
領
主
の
姿
を
直

接
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
だ
っ
た

の
で
す
。

【
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員
　
北
野
智
也
】

写真　「側役日記」 （明和五年八月八日部分）

（彦根藩井伊家文書、 当館蔵）


