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高
鍋
町
の

と

２０２４年１月号

宝
暦
元
年
（
１
７
５
１
）
高
鍋
藩
第
６
代
藩
主
・
秋
月
種
美
（
た
ね
み

つ
）
の
次
男
と
し
て
、
江
戸
一
本
松
邸
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
名
（
よ
う

み
ょ
う
＝
幼
少
時
の
名
前
）
は
松
三
郎
、
後
に
直
松
と
称
し
ま
し
た
。
母
は

筑
前
秋
月
藩
主
・
黒
田
長
貞
の
娘
・
ハ
ル
。
鷹
山
よ
り
８
歳
年
長
に
、
実

兄
・
種
茂
（
た
ね
し
げ
・
高
鍋
藩
第
７
代
藩
主
）
が
い
ま
す
。

宝
暦
10
年
（
１
７
６
０
）
９
歳
の
時
、
米
沢
藩
第
８
代
藩
主
・
上
杉
重
定

の
娘
・
幸
（
よ
し
）
姫
の
婿
養
子
と
な
り
、
明
和
４
年
（
１
７
６
7
）
16
歳

で
米
沢
藩
第
９
代
藩
主
と
な
り
ま
し
た
。
元
服
（
げ
ん
ぷ
く
＝
成
人
を
示
す

儀
式
）
し
た
明
和
３
年
（
１
７
６
６
）
に
改
名
し
、
本
名
を
治
憲
（
は
る
の

り
）
と
い
い
ま
す
が
、
藩
主
引
退
後
に
号
し
た
鷹
山
（
よ
う
ざ
ん
）
の
名
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

鷹
山
は
破
綻
寸
前
の
米
沢
藩
の
財
制
を
立
て
直
す
き
っ
か
け
を
作
り
上
げ
、

江
戸
時
代
の
三
代
名
君
の
一
人
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
が
、
そ
の
政
策
の
多
く

は
、
実
兄
・
種
茂
が
高
鍋
藩
で
実
践
、
成
功
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。
「
兄
に

は
到
底
及
ば
な
い
」
そ
う
語
っ
て
い
た
鷹
山
は
、
生
涯
を
通
し
て
兄
を
尊
敬

し
続
け
た
と
い
い
ま
す
。
鷹
山
の
遺
し
た
「
為
せ
ば
成
る

為
さ
ね
ば
成
ら

ぬ

何
事
も

成
ら
ぬ
は
人
の
為
さ
ぬ
な
り
け
り
」
の
有
名
な
歌
は
、
鷹
山

の
強
い
意
志
や
思
想
、
功
績
と
共
に
、
現
代
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

上
杉
家
へ
養
子
に

米
沢
藩
第
８
代
藩
主
・
上
杉
重
定
に
は
男
子
が

お
ら
ず
、
後
継
者
と
な
る
優
秀
な
男
子
を
探
し
て

い
ま
し
た
。
養
子
の
内
約
が
調
っ
た
折
、
高
鍋
藩

家
老
・
三
好
善
太
夫
（
み
よ
し
ぜ
ん
だ
ゆ
う
）
は

そ
の
縁
を
喜
び
ま
し
た
。
秋
月
家
は
南
九
州
の
小

藩
。
一
方
上
杉
家
は
上
杉
謙
信
を
藩
祖
に
持
ち
、

減
封
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
名
家
中
の
名
家

で
し
た
。
孫
の
よ
う
な
松
三
郎
（
鷹
山
）
を
心
か

ら
か
わ
い
が
り
、
養
育
に
心
血
を
注
い
で
き
た
善

太
夫
は
、
誠
意
を
込
め
て
所
信
を
書
き
、
「
恐
れ

な
が
ら
」
で
始
ま
り
「
成
長
の
後
も
折
節
御
覧
く

だ
さ
れ
た
い
」
と
い
う
訓
言
の
書
簡
を
贈
り
ま
し

た
。
ま
た
、
鷹
山
が
上
杉
邸
に
引
き
移
る
時
も
五

箇
条
の
訓
言
を
献
上
し
「
奉
贐
書
」
（
は
な
む
け

た
て
ま
つ
る
し
ょ
）
と
し
て
心
得
を
諭
し
ま
し
た
。

鷹
山
公
は
深
い
感
銘
を
う
け
、
こ
の
２
通
を
教
訓

の
資
に
し
ま
し
た
。
常
に
座
右
に
置
い
て
生
涯
手

放
さ
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

米
沢
藩
の
江
戸
藩
邸
に
入
っ
た
後
も
、
鷹
山
の

学
問
へ
の
傾
倒
は
変
わ
ら
ず
、
細
井
平
洲
（
へ
い

し
ゅ
う
）
、
滝
鶴
台
（
た
き
か
く
だ
い
）
、
渋
井

太
室
（
た
い
し
つ
）
に
師
事
し
、
特
に
平
洲
を
厚

く
尊
敬
し
、
そ
の
教
え
に
従
い
ま
し
た
。

現
在
、
高
鍋
町
歴
史
総
合
資
料
館
に
は
「
奉
贐

書
」
の
写
し
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
心
得
に

ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「奉贐書」写し
（高鍋町歴史総合資料館展示）

上杉 鷹山

第９代米沢藩主
1751年生~1822年没

上杉鷹山公肖像画 掛軸（左）
（高鍋町歴史総合資料館展示）
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鷹
山
の
功
績

鷹
山
が
養
子
と
な
っ
た
当
時
の
米
沢
藩
は
疲
弊
の
極
み
に
立
ち
、
多
く
の

借
金
が
あ
る
一
方
で
他
の
藩
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
人
口
に
占
め
る
家

臣
の
割
合
が
多
く
、
人
件
費
だ
け
で
も
深
刻
な
問
題
で
し
た
。
そ
の
う
え
洪

水
被
害
な
ど
が
藩
の
財
政
を
直
撃
し
、
破
綻
寸
前
の
状
態
で
し
た
。

受
け
継
ぎ
て
国
の
つ
か
さ
の
身
と
な
れ
ば

忘
る
ま
じ
き
は
民
の
父
母

鷹
山
は
一
首
の
和
歌
を
う
た
い
、
“
受
け
継
い
で
藩
主
と
い
う
身
分
に
な
っ

た
か
ら
に
は
、
我
が
子
の
未
来
を
案
じ
る
父
母
の
気
持
ち
で
領
民
を
思
い
藩

政
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
”
と
決
心
の
程
を
示
し
ま
し

た
。
鷹
山
は
、
上
杉
家
の
氏
神
で
あ
る
春
日
明
神
に
誓
詞
を
奉
納
し
て
譲
ら

ぬ
決
意
を
固
め
ま
す
。
積
年
の
財
政
建
て
直
し
の
た
め
の
大
倹
約
令
を
だ
し
、

率
先
躬
行
（
そ
っ
せ
ん
き
ゅ
う
こ
う
＝
人
々
に
先
立
っ
て
自
ら
行
う
こ
と
）
、

あ
ら
ゆ
る
困
難
を
排
除
し
て
断
行
。
産
業
や
財
政
に
明
る
い
人
物
を
起
用
し
、

先
代
の
古
く
か
ら
の
家
老
ら
と
対
立
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
江
戸
で
の
生
活

費
を
８
分
の
１
に
減
額
し
、
奥
女
中
を
50
人
か
ら
９
人
に
減
ら
す
な
ど
の
倹

約
を
行
い
ま
し
た
。

「伝国之辞」写し
（高鍋町歴史総合資料館展示）

鷹
山
の
繋
ぐ
縁

鷹
山
の
縁
に
よ
り
、
昭
和
56
年
４
月
27
日
（
１
９
８
１
）
に
米
沢
市
と

高
鍋
町
は
「
歴
史
的
伝
統
的
な
友
情
を
基
調
と
す
る
」
と
い
う
内
容
で
姉

妹
都
市
の
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。
以
降
、
現
在
も
様
々
な
形
で
活
発
に
、

交
流
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

「かてもの」復刻版
（柿原政一郎記念高鍋図書館所蔵）

天
明
年
間
（
１
７
８
１
～
１
７

８
９
）
は
、
冷
害
や
浅
間
山
噴
火

な
ど
が
原
因
の
「
天
明
の
大
飢

饉
」
の
最
中
で
、
東
北
地
方
を
中

心
に
餓
死
者
が
多
発
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
米
沢
藩
内
か
ら
は
一

名
の
餓
死
者
も
だ
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
鷹
山
の
善
政
の
ひ
と

つ
と
し
て
有
名
で
す
。
非
常
食
の

普
及
や
、
藩
士
・
農
民
へ
の
倹
約

の
奨
励
な
ど
の
対
策
に
努
め
、
自

ら
粥
を
食
べ
て
倹
約
を
行
い
「
備

籾
蔵
」
（
そ
な
え
も
み
ぐ
ら
）
を

建
設
し
、
米
を
蓄
え
て
飢
饉
に
備

え
る
一
方
で
、
食
料
不
足
に
陥
っ

た
際
の
救
荒
植
物
（
き
ゅ
う
こ
う

し
ょ
く
ぶ
つ
）
の
解
説
書
「
か
て

も
の
」
を
配
布
し
ま
し
た
。

産
業
振
興
策
に
お
い
て
は
、
凶
作
な
ど
で
困
窮
し
、
働
く
意
欲
を
失
い

か
け
て
い
た
米
沢
藩
の
農
民
農
事
を
励
ま
す
た
め
「
籍
田
の
礼
」
を
行
い

鷹
山
自
ら
田
を
踏
み
耕
し
ま
し
た
。
ま
た
、
荒
れ
て
雑
草
な
ど
生
い
茂
っ

た
土
地
（
荒
蕪
地
・
こ
う
ぶ
ち
）
を
開
拓
し
、
河
川
の
流
水
を
制
御
す
る

た
め
水
中
に
構
造
物
を
設
け
て
堰
（
せ
き
）
を
築
造
し
、
農
地
を
拡
張
し

ま
し
た
。
漆
（
う
る
し
＝
蝋
燭
）
桑
（
く
わ
＝
蚕
飼
料
）
楮
（
こ
う
ぞ
＝

和
紙
の
原
料
）
青
苧
（
あ
お
そ
＝
麻
織
物
の
原
料
）
紅
花
（
べ
に
ば
な
＝

染
料
）
の
植
栽
を
行
い
、
「
養
蚕
手
引
」
を
分
か
ち
米
沢
織
の
基
礎
を
つ

く
る
な
ど
、
種
々
の
産
業
を
開
発
。
鷹
山
も
自
ら
の
屋
敷
内
で
蚕
を
飼
い

手
本
を
示
し
ま
し
た
。
生
産
し
た
も
の
を
他
領
に
販
売
す
る
際
に
不
良
品

売
り
出
し
を
取
り
締
ま
っ
て
、
長
く
繫
盛
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
な
ど
の

き
め
細
や
か
な
施
策
を
と
り
ま
し
た
。
ま
た
、
産
業
の
基
礎
が
固
ま
り
、

藩
民
へ
の
民
政
が
確
立
す
る
と
、
鷹
山
は
教
育
に
力
を
入
れ
は
じ
め
ま
す
。

藩
校
・
興
譲
館
（
現
在
の
山
形
県
立
米
沢
興
譲
館
高
等
学
校
）
を
創
設
し
、

藩
士
・
農
民
な
ど
、
身
分
を
問
わ
ず
学
問
を
学
ば
せ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

施
策
で
破
綻
寸
前
の
財
政
は
立
ち
直
り
、
藩
政
を
安
泰
へ
導
き
ま
し
た
。

家
督
を
相
続

35
歳
の
時
（
天
明
５
年
・
１
７
８
５
）
養
父
重
定
の
心
情
を
思
い
、
義

弟
上
杉
治
広
（
は
る
ひ
ろ
）
に
家
督
を
譲
り
ま
し
た
。

治
広
は
鷹
山
が
養
子
と
な
っ
た
の
ち

に
生
ま
れ
た
重
定
の
実
子
で
、
上
杉
家

の
元
の
家
系
に
藩
主
の
座
を
返
上
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
隠
退
に
当
た
り
、

治
広
に
「
人
君
の
心
得
三
箇
条
」
を
伝

授
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
「
国
家

は
先
祖
か
ら
子
孫
に
受
け
継
ぐ
も
の
で

あ
っ
て
、
君
主
の
た
め
の
も
の
で
は
な

い
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
「
伝
国
之

辞
」
（
で
ん
こ
く
の
じ
）
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
治
広
と
重
定
に
後
見
を
懇
請

さ
れ
、
隠
退
後
も
実
質
40
年
余
り
藩
政

改
革
に
当
り
ま
し
た
。
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