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牧
野
氏
笠
間
藩
八
代
藩
主
牧
野
貞さ
だ

直な
お（
初
名

は
貞
明
の
ち
に
貞
利
・
三
代
藩
主
貞さ
だ

喜は
る

の
孫
）

は
、
幕
末
の
混
乱
期
に
教
育
の
重
要
性
を
再
認

識
し
、
分
散
し
て
い
た
文
・
医
・
武
の
三
館
を

統
合
し
て
、
有
能
な
人
材
の
育
成
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
大
和
田

の
地
に
新
教
場
を
設
立
し
ま
し
た
（
現
笠
間
小

学
校
）。

　
新
し
い
館
は
、
大
和
田
の
南
北
を
通
る
府
中

街
道
の
東
側
で
、
こ
こ
に
あ
っ
た
武
家
屋
敷
を

移
転
し
て
、
約
一
町
八
反
歩
を
敷
地
と
し
ま
し

た
。
敷
地
の
造
成
は
、
藩
士
総
出
で
鍬
、
唐
鍬

を
持
っ
て
穴
を
掘
り
、
凸
凹
の
土
地
を
平
ら
に

し
た
り
、
土
を
運
ん
だ
り
、
み
な
精
を
出
し
汗

を
流
し
ま
し
た
。
重
臣
や
医
師
は
金
銭
を
献
納

し
、
藩
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
（
森

田
桜お
う

園え
ん「
時
習
館
碑
陰
記
」）。

　
総
合
時
習
館
の
教
育
は
、
こ
れ
ま
で
の
儒
学

重
視
か
ら
、
水
戸
藩
の
弘
道
館
の
影
響
を
受
け

て
、
尊
王
攘
夷
の
考
え
が
表
面
に
出
、
教
材
も

『
日
本
書
紀
』『
皇こ
う

朝ち
ょ
う

略り
ゃ
っ

記き

』
な
ど
日
本
の
書
を

取
り
入
れ
、
国
学
の
色
彩
が
強
ま
っ
て
き
ま
し

た
。

　
こ
の
時
期
の
主
な
指
導
者
は
、
文
学
の
棚た
な

谷や

桂け
い

陰い
ん

、
四
代
教
授
上こ
う

阪さ
か

信の
ぶ

名な

、
都
講
大
田
武た
け

和か
ず

、
医
学
の
中
林
清き
よ

方か
た

・
長
谷
川
恒つ
ね

夫お

・
結け
っ

解け

伸
、
武
術
で
は
剣
の
村
上
亘わ
た
る

・
豊と
よ

治は
る

父
子
、
鈴

木
甚じ
ん

五ご
ろ

郎う

、
弓
の
栗
原
矢や

柄が
ら

、
馬
術
の
長
島
佐さ

太た

郎ろ
う

ら
、
錚そ
う

々そ
う

た
る
顔
ぶ
れ
で
し
た
。

　
時
習
館
の
就
学
年
齢
は
八
歳
か
ら
で
、
教
育

課
程
は
初
期
口く

誦し
ょ
う

か
ら
後
期
口
誦
・
同
対た
い

誦し
ょ
う

・

対た
い

読ど
く
・
高こ
う

第だ
い
・
小し
ょ
う

成せ
い
・
成せ
い

業ぎ
ょ
う

の
七
段
階
で
し
た
。

試
験
は
大
試
と
小
試
が
あ
り
、
大
試
は
二
月
と

八
月
で
、
必
ず
藩
主
が
臨
席
し
、
生
徒
の
講
説

を
聞
い
て
評
価
し
ま
し
た
。
優
秀
者
に
は
賞
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
を
迎
え
て
、
藩
制
改
革
が
行
わ
れ
、
時

習
館
は
、
藩は
ん

学が
っ

黌こ
う

小
学
と
改
称
し
、
初
級
者
が

学
ぶ
小
学
と
上
級
者
が
学
ぶ
藩
学
黌
に
か
わ
り

ま
し
た
。
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
藩
校

の
教
育
は
の
ち
の
笠
間
小
学
校
に
引
き
継
が
れ

ま
し
た
。

　
大
正
五
年
、
牧
野
邸
の
一
画
（
現
笠
間
小
学

校
）
に
「
時
習
館
記
」
碑
が
建
立
さ
れ
、
時
習

館
の
精
神
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　（
市
史
研
究
員
　
南
　
秀
利
）時習館記碑（笠間小学校）

笠
間
の
歴
史
探
訪 
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文
・
医
・
武
の
三
館
を
統
合

　
本
年
は
笠
間
藩
校
時
習
館
が
創
立
二
〇
〇
周
年
に
な
る
こ
と
を
記
念
し
て
特
別
展
を
開
催
し
ま

す
。
今
月
は
時
習
館
特
集
最
後
の
連
載
と
な
り
ま
す
。

総
合
時
習
館
の
設
立

特
別
展
の
開
催
情
報

　
笠
間
藩
校
創
設
二
〇
〇
周
年
記
念
特
別
展

「
時
習
館
」～
若
き
武も
の

士の
ふ

た
ち
の
学
び
舎
～

　
　
　
　
　
会
場
：
笠
間
公
民
館

　
　
　
　
　
期
間
：
11
月
23
日
～
12
月
24
日

　
　
　
　
　
時
間
：
午
前
9
時
～
午
後
5
時

自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
に
注
意
を

季
節
の
変
わ
り
目
を
乗
り
切
る
た
め
に

　
10
月
は
、
季
節
の
中
で
も
最
も
過

ご
し
や
す
い
季
節
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
寒
暖
の
差
も
著
し
く
、
体
調
不

良
を
訴
え
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
日
の
寒
暖
差
が
激
し
い
と
、

体
が
気
温
の
変
化
に
順
応
で
き
ず
、

自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
乱
れ
や
す

く
し
ま
す
。

　
自
律
神
経
は
、
全
身
の
臓
器
と
関

連
し
て
お
り
、
血
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
し
て
い
ま
す
。
バ
ラ
ン
ス
が
乱

れ
る
と
、
循
環
器
の
病
気
が
悪
化
し

た
り
、
消
化
器
の
動
き
も
弱
く
な

り
、
下
痢
や
便
秘
、
食
欲
不
振
等
の

症
状
も
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
ス
ト

レ
ス
や
夏
の
疲
れ
も
重
な
っ
て
、
重

篤
な
病
気
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
持
病
の
あ
る
人
や
虚
弱
体

質
の
人
は
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
予
防
す
る
た

め
に
は
、
寒
暖
差
か
ら
体
を
守
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
は
、
衣
服
の
組
み
合

わ
せ
の
工
夫
や
、
下
半
身
の
保
温
、

ぬ
る
め
の
お
風
呂
に
ゆ
っ
く
り
と
入

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、

適
度
な
運
動
は
自
律
神
経
を
鍛
え
、

体
力
を
つ
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
バ
ラ

ン
ス
の
良
い
食
事
で
免
疫
を
活
性
化

さ
せ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
し

て
、
十
分
な
睡
眠
を
と
り
ま
し
ょ

う
。

　
秋
は
、
冬
に
か
け
て
体
調
を
整
え

て
お
く
大
切
な
季
節
と
も
い
え
ま

す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
等
の
感
染
症
に
か
か
ら
な
い
た

め
に
も
、
自
律
神
経
を
鍛
え
、
体
力

を
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。


