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明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
、
夏
目
漱

石
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
主
催
の
関
西
講
演
の
講

師
と
し
て
、
明
石
、
和
歌
山
、
堺
、
大
阪
を
巡

回
し
ま
し
た
。
本
年
は
漱
石
が
和
歌
山
を
訪
れ

て
百
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
明
治

末
前
後
の
写
真
に
漱
石
の
『
行
人
』、『
日
記
』

及
び
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
明
治
四
四
年
八
月

一
七
・
八
日
付
け
記
事
（
以
下
「
記
事
」
と
表

記
し
ま
す
）
な
ど
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
和
歌
山

で
の
立
ち
寄
り
先
を
再
現
し
ま
す
。

【
南
海
鉄
道
で
和
歌
山
市
へ
】

　

八
月
一
四
日
（
月
）、
当
日
は
快
晴
、
漱
石

は
南
海
鉄
道
の
急
行
列
車
で
和
歌
山
市
に
や
っ

て
来
ま
し
た
。
当
時
、
難
波
・
和
歌
山
市
間
は
、

明
治
三
九
年
か
ら
投
入
さ
れ
た
浪
速
号
・
和
歌

号
と
名
付
け
た
蒸
気
機
関
車
が
牽
引
す
る
急
行

列
車
で
一
日
四
往
復
、
片
道
約
二
時
間
内
外
で

結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
南
海
鉄
道
本
線
が
全
線

電
化
さ
れ
た
の
は
、
同
四
四
年
一
一
月
の
こ
と

で
す
。
漱
石
の
日
記
に
は
「
九
時
五
十
二
分
の

汽
車
で
和
歌
山
に
行
く
事
に
す
る
。」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
和
歌
山
講
演
で
は
漱
石
の
他
、

牧
放ほ
う

浪ろ
う

、
後
醍
院
廬ろ

山ざ
ん

が
登
壇
し
ま
し
た
が
、

こ
の
う
ち
、廬
山
が
発
車
時
刻
に
間
に
合
わ
ず
、

一
行
と
合
流
す
る
の
は
翌
日
の
早
朝
で
し
た
。

　

列
車
内
の
様
子
は
、「
記
事
」
で
は
次
の
よ

う
で
し
た
。「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

に
加
ふ
る
に
、
汽
車

賃
の
大
割
引
あ
り
、
各
等
共
身
動
き
の
な
ら
ぬ

人
出
な
り
。
南
海
の
好
意
に
て
、
貸
切
車
を
給

さ
れ
た
る
、
一
行
の
み
は
楽
々
と
座
を
占
め

つ
。」
漱
石
一
行
の
た
め
に  

貸
し
切
り
車
両

が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
漱
石
達
は
列
車
食
堂
で

食
事
を
し
た
よ
う
で
す
。
①
は
車
内
の
食
堂
の

様
子
で
す
。『
南
海
電
気
鉄
道
百
年
史
』
に
よ

る
と
、「
女
性
二
名
は
喫
茶
室
主
任
と
称
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
接
客
に
つ
と
め
た
。
大
塚
取
締
役
じ

き
じ
き
の
面
接
試
験
に
よ
る
採
用
女
性
は
「
教

養
あ
る
洋
装
美
人
」
と
し
て
乗
客
の
間
の
評
判

は
大
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
言
い
ま
す
。

　

小
説
『
行
人
』（
以
下
「
小
説
」
と
表
記
し

ま
す
）
で
は
、「
自
分
達
は
狭
い
列
車
の
な
か

の
食
堂
で
昼
飯
を
食
っ
た
。「
給
仕
が
み
ん
な

女
だ
か
ら
面
白
い
。
し
か
も
中
々
別べ
っ

嬪ぴ
ん

が
ゐ
ま

す
ぜ
、
白
い
エ
プ
ロ
ン
を
掛
け
て
ね
。
是
非
中

で
昼
飯
を
遣や

つ
て
御
覧
な
さ
い
」
と
岡
田
が
自

分
に
注
意
し
た
か
ら
、
自
分
は
皿
を
運
ん
だ
り

サ
イ
ダ
ー
を
注
い
だ
り
す
る
女
を
能
く
心
付
て

見
た
。
然し
か

し
別
に
是こ
れ

と
い
ふ
程
の
器
量
を
有も

つ

た
も
の
も
ゐ
な
か
つ
た
。」
と
素
っ
気
な
く
書

い
て
い
ま
す
。
グ
ル
メ
の
漱
石
が
何
を
食
べ
た

の
か
も
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。　

【
電
車
で
和
歌
の
浦
へ
】

　

②
は
明
治
末
頃
の
和
歌
山
市
駅
で
す
。
駅
を

出
て
東
側
（
向
か
っ
て
右
）
に
和
歌
山
水
力
電

気
㈱
の
電
車
乗
り
場
（
③
）
が
あ
り
ま
す
。「
停

車
場
を
出
る
と
直す
ぐ

其そ

処こ

に
電
車
が
待
つ
て
ゐ

た
。
兄
と
自
分
は
手て

提さ
げ

鞄か
ば
んを

持
つ
た
儘ま
ま

婦
人
を

扶た
す

け
て
急
い
で
そ
れ
に
乗
り
込
ん
だ
。
電
車
は

自
分
達
四
人
が
一
度
に
這は

入い

つ
た
丈だ
け

で
、
中
々

動
き
出
さ
な
か
っ
た
。「
閑
静
な
電
車
で
す
ね
」

と
自
分
が
侮
る
や
う
に
云
つ
た
。「
是こ
れ

な
ら
妾
わ
た
し

達た
ち

の
荷
物
を
乗
つ
け
て
も
宜よ

さ
さ
う
だ
ね
」
と

母
は
停
車
場
の
方
を
顧
み
た
。
所
へ
書
物
を
持

つ
た
書
生
体
の
男
だ
の
、
扇
を
使
ふ
商
人
風
の

男
だ
の
が
二
三
人
前
後
し
て
車
台
に
上
が
つ
て

ば
ら
ば
ら
に
腰
を
掛
始
め
た
の
で
、
運
転
手

 
漱
石
が
見
た
百
年
前
の
和
歌
山

 
―
写
真
・
小
説
・
日
記
・
新
聞
記
事
よ
り
―

①南海鉄道の食堂車両

②明治末期頃の和歌山市駅

③電車に乗り換え和歌の浦へ

④京橋
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は
遂
に
把ハ
ン

手ド
ル

を
動
か
し
だ
し
た
。」（
小
説
）
当

時
の
電
車
は
一
五
分
間
隔
の
運
行
で
、
定
員
は

三
五
名
で
し
た
。「
自
分
達
は
何
だ
か
市
の
外

郭
ら
し
い
淋
し
い
土
塀
つ
ヾ
き
の
狭
い
町
を
曲

つ
て
、
二
三
度
停
留
所
を
通
り
越
し
た
後
、
高

い
石
垣
の
下
に
あ
る
壕ほ
り

を
見
た
。
壕
の
中
に
は

蓮
が
一
面
に
青
い
葉
を
浮
か
べ
て
ゐ
た
。
其
青

い
葉
の
中
に
、
点
々
と
咲
く
紅
の
花
が
、
落
ち

付
か
な
い
自
分
達
の
眼
を
ち
ら
ち
ら
さ
せ
た
。」

（
小
説
）「
市
の
外
郭
ら
し
い
淋
し
い
土
塀
つ
ヾ

き
の
狭
い
町
」
と
は
和
歌
山
市
停
車
場
を
出
て

山
吹
丁
を
過
ぎ
、
本
町
通
り
に
入
る
カ
ー
ブ
ま

で
の
区
間
で
す
。
停
留
所
は
山
吹
丁
、
本
町
、

京
橋
と
続
き
ま
す
。
④
は
明
治
末
期
の
京
橋
で

す
。
一
時
期
は
橋
脚
が
白
く
塗
ら
れ
た
り
、
欄

干
が
鉄
製
に
な
る
な
ど
、
和
洋
折
衷
の
時
代
も

あ
っ
た
京
橋
で
す
が
、
写
真
で
は
欄ら
ん

干か
ん

擬ぎ

宝ぼ

珠し

付
き
の
木
造
で
、
旧
藩
時
代
と
較
べ
る
と
拡
幅

さ
れ
た
も
の
の
、
古
風
を
残
し
て
い
ま
す
。
翌

日
講
演
会
場
と
な
る
県
会
議
事
堂
を
左
手
に
見

な
が
ら
公
園
前
の
カ
ー
ブ
（
⑤
）
を
過
ぎ
、
左

手
に
和
歌
山
城
の
北
堀
が
見
え
て
き
ま
す
。
⑥

は
今
の
伏
虎
中
学
校
前
か
ら
見
上
げ
た
和
歌
山

城
で
す
。
堀
に
は
ハ
ス
が
び
っ
し
り
と
生
え
て

い
て
、
よ
く
み
る
と
花
も
見
え
ま
す
。
城
内
二

の
丸
に
見
え
て
い
る
建
物
は
物
産
陳
列
場
で

す
。「
高
い
石
垣
」
と
は
こ
の
二
の
丸
北
側
の

石
垣
で
、
堀
に
一
面
に
繁
茂
す
る
ハ
ス
と
そ
の

花
が
印
象
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
ハ
ス

は
も
と
も
と
レ
ン
コ
ン
採
取
の
た
め
に
栽
培
さ

れ
た
も
の
で
、
内
堀
東
側
に
か
け
て
一
面
に
見

ら
れ
ま
し
た
。
電
車
は
天
守
閣
を
見
上
げ
な
が

ら
進
み
ま
す
。「「
へ
え
ー
是こ
れ

が
昔
の
お
城
か
ね
」

と
母
は
感
心
し
て
ゐ
た
。
母
の
叔
母
と
い
ふ
の

が
、
昔
し
紀
州
家
の
奥
に
勤
め
て
ゐ
た
と
か
云

ふ
の
で
、
母
は
一
層
感
慨
の
念
が
深
か
つ
た
の

だ
ら
う
。
自
分
も
子
供
の
時
、
折
々
耳
に
し
た

紀
州
様
、
紀
州
様
と
い
ふ
封
建
時
代
の
言
葉
を

不ふ

図と

思
ひ
出
し
た
。」（
小
説
）
こ
こ
か
ら
和
歌

の
浦
に
着
く
ま
で
は
、
小
説
で
は
特
に
記
述
が

あ
り
ま
せ
ん
。「
和
歌
山
市
を
通
り
越
し
て
少

し
田
舎
道
を
走
る
と
、
電
車
は
ぢ
き
和
歌
の
浦

へ
着
い
た
。」
と
あ
る
の
み
で
す
。
東
京
育
ち

の
漱
石
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
田
舎
の
風
景
と

し
か
写
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

【
宿
所
の
望
海
楼
へ
】

　

⑦
は
漱
石
達
が
降
り
立
っ
た
和
歌
の
浦
停
留

所
付
近
で
す
。
明
光
橋
の
西
詰
め
、
色
塗
り
さ

れ
た
電
柱
（
矢
印
）
が
停
留
所
を
示
し
て
い
ま

す
。
宿
所
に
向
か
っ
た
一
行
は
、小
説
で
は「
抜

け
目
の
な
い
岡
田
は
か
ね
て
か
ら
注
意
し
て
土

地
で
一
流
の
宿
屋
へ
室へ
や

の
注
文
を
し
た
の
だ

が
、
生あ
い

憎に
く

避
暑
の
客
が
込
み
合
つ
て
、
眺
め
の

好
い
座
敷
が
塞
が
つ
て
ゐ
る
と
か
で
、
自
分
達

は
直た
だ
ちに
俥く
る
まを
命
じ
て
浜
手
の
角
を
曲
が
つ
た
。」

と
な
っ
て
い
ま
す
。「
土
地
で
一
流
の
宿
屋
」

と
は
芦
辺
屋
旅
館
（
⑧
）
の
こ
と
で
す
。
南
方

熊
楠
と
孫
文
が
宴
を
張
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
芦
辺
屋
は
、
和
歌
の
浦
で
は
一
流
の
旅
館
と

し
て
著
名
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
記
に
「
あ

し
べ
や
の
別
荘
に
は
菊
池
総
長
が
ゐ
る
の
で
、

望
海
楼
と
い
ふ
の
に
と
ま
る
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
京
都
帝
国
大
学
総
長
菊
池
大
麓
と
の
同
宿

を
避
け
て
急
遽
宿
所
を
変
更
し
た
の
が
真
相
で

す
。
こ
の
変
更
は
余
程
急
だ
っ
た
ら
し
く
、
遅

れ
て
や
っ
て
来
た
廬
山
が
そ
れ
と
は
知
ら
ず
予

定
ど
お
り
芦
辺
屋
に
泊
ま
っ
た
た
め
、
合
流
す

る
の
が
翌
朝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
浜

手
の
角
」
は
⑧
に
み
る
と
お
り
、
芦
辺
屋
前
を

過
ぎ
不
老
橋
を
左
手
に
見
な
が
ら
曲
が
る
地
点

で
す
。
⑨
は
埋
め
立
て
前
の
干
潟
か
ら
の
望
海

楼
の
姿
で
す
。
こ
の
写
真
で
は
よ
く
わ
か
り
ま

⑤公園前

⑥高い石垣とハスの花

⑧芦辺屋

⑦明光橋西詰めの和歌の浦停留所
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せ
ん
が
、
当
時
は
手
前
の
干
潟
と
現
市
町
川
と

は
細
長
い
石
積
み
堤
防
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
右
の
二
階
建
て
が
本
館
で
す
。
小
説
に「
海

を
ま
ん
前
に
控
へ
た
高
い
三
階
の
上
層
の
一
室

に
入
つ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
達
が

入
っ
た
の
は
左
の
新
館
で
す
。
明
治
四
一
年
に

落
成
し
た
新
館
は
、
当
時
の
新
聞
広
告
に
よ
る

と
、
一
階
が
玉
突
場
、
二
階
が
大
広
間
、
三
階

が
貴
賓
室
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
予
定
変
更
と

な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
漱
石
に

と
っ
て
望
海
楼
の
設
備
は
気
に
入
っ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
小
説
で
は
「
其そ

処こ

は

南
と
西
の
開あ

い
た
広
い
座
敷
だ
つ
た
が
、
普
請

は
気
の
利き

い
た
東
京
の
下
宿
屋
位ぐ
ら
いな

も
の
で
、

品
位
か
ら
い
ふ
と
大
阪
の
旅
館
と
は
て
ん
で
比く
ら

べ
物
に
な
ら
な
か
つ
た
。
時
々
大
一
座
で
も
あ

つ
た
時
に
使
ふ
二
階
は
打ぶ

つ
通
し
の
大
広
間
で

伽
藍
堂
の
様
な
真ま
ん

中な
か

に
立
つ
て
、
波
を
打
つ
た

安や
す

畳だ
た
みを
眺
め
る
と
、
何
と
な
く
殺
風
景
な
感
が

起
こ
つ
た
。」
と
、
芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
一
行
は
「
和
歌
浦
望
海
楼
に

着
い
た
の
が
午
後
一
時
、
三
階
の
風
通
し
好
き

一
室
に
浴ゆ

衣か
た

掛が
け

と
な
り
、
更
に
一
風
呂
浴
び
た

時
の
心
地
何
と
も
云
へ
ず
。
ぐ
つ
す
り
一
寝
入

り
し
、
晩ば
ん

涼り
ょ
うを

趁お

う
て
海
抜
二
百
尺
、
東
洋
第

一
と
銘
打
つ
た
る
明
光
台
に
上
る
、
ヱ
レ
ベ
ー

タ
ー
ち
ふ
も
の
に
て
せ
り
あ
げ
ら
る
ヽ
な
り
」

（「
記
事
」）
と
、
休
息
を
と
っ
て
か
ら
裏
の
奠て
ん

供ぐ

山
に
登
り
ま
す
。

【
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
見
物
】

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
客
寄
せ
の
た
め
、
望
海
楼

主
人
中
尾
文
吉
が
建
設
、
前
年
一
〇
月
一
日
の

開
業
で
す
。
開
業
直
前
の
「
紀
伊
毎
日
新
聞
」

に
は
、「
水
色
に
塗
っ
た
鉄
の
格
子
か
ら
浦う
ち
わ曲

の
景
色
を
見
渡
せ
ば
、
活
動
写
真
を
見
る
如
く

一
秒
一
秒
と
其
趣
が
変
化
す
る
、
洲
崎
の
松
、

お
旅
所
の
鳥
居
さ
て
は
不
老
橋
も
紀
三
井
寺
も

瞬ま
た
たく

内
に
下
界
遙
か
に
遠
く
な
る
。」
と
刻
々

と
変
化
す
る
景
色
に
感
心
し
き
り
で
す
。
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
動
力
は
一
五
馬
力
の
電
気
モ
ー

タ
ー
で
、
上
下
す
る
速
さ
は
同
紙
記
者
の
計
測

に
よ
れ
ば
、
上
り
降
り
に
そ
れ
ぞ
れ
二
分
三
秒

か
か
っ
た
と
言
い
ま
す
か
ら
、
現
在
の
私
達
か

ら
は
途
方
も
な
く
緩
慢
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
⑩

は
、
頂
上
降
り
口
の
光
景
で
す
。
人
物
が
立
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
桟
橋
状
の
通
路
で
、
山
に
向

か
っ
て
広
が
る
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
新
聞
に
よ
れ
ば
六
〇
畳
敷
の
広
さ
が
あ
り
ま

し
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
り
物
は
、
手
前
の

人
物
と
較
べ
る
と
と
て
も
窮
屈
そ
う
で
す
。
漱

石
に
よ
る
と
「
箱
は
一
間
四
方
位ぐ
ら
いの
も
の
で
、

中
に
五
六
人
這は

入い

る
と
戸
を
閉
め
て
、
す
ぐ
引

き
上
げ
ら
れ
た
。
兄
と
自
分
は
顔
さ
へ
出
す
事

の
出
来
な
い
鉄
の
棒
の
間
か
ら
外
を
見
た
。
さ

う
し
て
非
常
に
鬱う
つ

陶と
お

し
い
感
じ
を
起
し
た
。「
牢

屋
み
た
い
だ
な
」
と
兄
が
低
い
声
で
私さ
ゝ
や語
い

た
。」（
小
説
）
と
な
り
ま
す
。

【
奠
供
山
上
か
ら
の
眺
め
】

「
牢
屋
に
似
た
箱
の
上
り
詰
め
た
頂
点
は
、
小

さ
い
岩
山
の
天て
っ

辺ぺ
ん

で
あ
つ
た
。
そ
の
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
背
の
低
い
松
が
囓か
ぢ

り
つ
く
や
う
に
青
味

を
添
え
て
、
単
調
を
破
る
の
が
、
夏
の
目
に
嬉

し
く
映
つ
た
。
さ
う
し
て
僅わ
ず

か
な
平ひ
ら

地ち

に
掛
け

茶
屋
が
あ
つ
て
、
猿
が
一
匹
飼
つ
て
あ
つ
た
。

兄
と
自
分
は
猿
に
芋

を
遣や

つ
た
り
、
か
ら

か
つ
た
り
し
て
、
物

の
十
分
も
そ
の
茶
屋

で
費
や
し
た
。」（
小

説
）
表
紙
写
真
は
奠

供
山
上
か
ら
出
島
方

面
の
眺
望
で
す
。
御

手
洗
池
を
巡
る
道
路

の
一
部
が
右
端
に
見

え
て
い
ま
す
。
眼
下

の
市
町
川
に
見
え
る

曙
橋
を
渡
っ
て
海
岸
に
突
き
当
た
る
と
、
右
に

富
士
屋
支
店
（
こ
の
写
真
で
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

に
隠
れ
て
見
え
ま
せ
ん
）、
左
に
は
片
男
波
館

（
二
棟
見
え
ま
す
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
か

ら
右
に
向
け
松
林
が
続
い
て
い
ま
す
。
遠
く
新

和
歌
浦
に
は
ま
だ
旅
館
街
は
出
来
て
い
ま
せ

ん
。
小
説
で
「
新
和
歌
ノ
浦
と
か
い
ふ
禿
げ
て

茶
色
に
な
つ
た
山
」
と
書
い
て
い
る
と
お
り
の

光
景
で
す
。「
掛
け
茶
屋
」
と
は
本
来
は
葭よ
し
ず簀

な
ど
を
さ
し
か
け
た
簡
単
な
休
憩
所
の
こ
と
で

す
の
で
、
手
前
の
小
屋
と
は
別
に
立
て
掛
け
た

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

反
対
方
向
を
向
く
と
、
紀
三
井
寺
方
面
を
遠

望
し
ま
す
。「
其そ

処こ

は
高
い
地
勢
の
お
蔭
で
四

方
と
も
能よ

く
見
晴
ら
さ
れ
た
。
こ
と
に
有
名
な

紀
三
井
寺
を
嵡こ
ん

鬱も
り

し
た
木
立
の
中
に
遠
く
望
む

こ
と
が
出
来
た
。
其そ
の

麓ふ
も
とに
入
江
ら
し
く
穏
か
に

光
る
水
が
又
海
浜
と
は
思
は
れ
な
い
沢
辺
の
景

⑨宿所の望海楼

⑪紀三井寺遠望

⑩エレベーターの「牢屋に似た箱」



色
を
、
複
雑
な
色
に
描
き
出
し
て
ゐ
た
。
自
分

は
傍そ
ば

に
居
る
人
か
ら
浄
瑠
璃
に
あ
る
下さ
が

り
松
と

い
ふ
の
を
教
え
て
貰
つ
た
。
其
松
は
成な
る

程ほ
ど

懸け
ん

崖が
い

を
伝
ふ
様
に
逆さ
か

に
枝
を
伸の

し
て
ゐ
た
。」（
小
説
）

漱
石
が
教
え
て
も
ら
っ
た
「
下
り
松
」
は
妹
背

山
の
松
で
す
。（
⑪
の
矢
印
）

　

漱
石
以
前
に
和
歌
の
浦
を
訪
れ
た
渋
川
玄げ
ん

耳じ

は
、
籔や
ぶ

野の

椋む
く

十じ
ゅ
うの
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
著
し
た
『
上

方
見
物
』（
明
治
四
一
年  
遊
楽
社
刊
）の
中
で
、

奠
供
山
か
ら
の
眺
め
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。「
大
き
く
彎ま
が

つ
た
砂
濱
、
処し
ょ

々し
ょ

の
松
原
、

村
里
、
田た
ん
ぼ圃
、
川
、
橋
、
寺
、
社
、
丘
、
山
、

峰
と
数
々
の
景け
い

が
都
合
よ
く
散
ば
つ
て
見
え
る

丁
度
天
然
自
然
の
大
き
な
繪
屏
風
。
俺わ
し

が
見
物

を
し
た
諸
国
の
景
色
の
中な
か

に
此
れ
程
手
の
込
ん

だ
も
の
を
、
一
目
に
見
ら
れ
る
様
寄
せ
集
め
た

處と
こ
ろは
無
か
つ
た
。」
江
戸
中
期
に
和
歌
の
浦
を

訪
れ
た
貝
原
益
軒
は
、
当
地
の
風
景
を
激
賞
し

て
い
ま
す
が
、
明
治
に
な
っ
て
も
こ
の
よ
う
に

言
う
人
が
い
た
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
渋

川
玄
耳
は
、
東
京
朝
日
新
聞
社
で
は
豪
腕
社
会

部
長
と
し
て
知
ら
れ
、
漱
石
と
は
親
交
が
深

か
っ
た
人
物
で
す
。

【
奠
供
山
を
下
り
て
紀
三
井
寺
へ
】

「
荒
れ
果
た
る
玉
津
島
神
社
の
境
内
を
抜
け

電
車
に
て
紀
三
井
寺
へ
と
足
を
向
く
、
西
国

三
十
三
箇
所
第
二
番
の
札
所
な
り
。
高
き
石
段

を
見
上
げ
た
る
時
、
喟き

然ぜ
ん

と
し
て
嘆た
ん

声せ
い

を
漏
ら

せ
る
、
漱
石
君
を
励
ま
し
つ
ヽ
山
門
に
着
い
た

時
は
、
流さ
す
が石

の
吾わ
が

輩は
い

呼い

吸き

も
絶た

江え

だ々

え々

な
り
。

東あ

道な

者い

に
と
て
伴
ひ
来

れ
る
楼
婢
、
白
銅
貨
一

枚
を
賽
銭
箱
に
投
げ
入

れ
、
漱
石
君
柏
手
を
う

つ
て
仏
恩
を
謝
す
、
観

音
様
も
定
め
て
面め
ん

喰く
ら

ひ

し
な
る
べ
し
。」（「
記

事
」） 

日
記
に
も
「
牧

氏
と
余
は
石
段
に
降
参

す
」
と
あ
り
、
余
程
堪こ
た

え
た
よ
う
で
す
。
境
内
か
ら
は
「
薄
暮
の
景

色
」（
日
記
）
を
見
て
い
ま
す
。「
眼め

の
下
に
は

遙は
る
かの
海
が
鰯い
わ
しの
腹
の
や
う
に
輝
い
た
。
其そ

処こ

へ

名
残
の
太
陽
が
一
面
に
射さ

し
て
、
眩ま
ば

ゆ
さ
が
赤

く
頬ほ
ほ

を
染
め
る
如
く
に
感
じ
た
。」（
小
説
）
⑬

は
前
年
の
明
治
四
三
年
頃
の
境
内
か
ら
の
眺
め

で
す
。
漱
石
も
ほ
ぼ
同
様
の
景
色
を
見
た
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
眼
下
に
見
え
る
塩
田
は
同
年

九
月
三
〇
日
で
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
望
海
楼
か
ら
の
眺
め
】

　

漱
石
は
望
海
楼
か
ら
見
た
風
景
も
小
説
に
取

り
込
ん
で
い
ま
す
。
⑭
は
望
海
楼
新
館
と
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
入
り
口
の
門
で
す
。
門
の
屋
根
に
は

看
板
（
矢
印
）
が
立
ち
、「
東
洋
第
一
・
海
抜

二
百
尺
・
ヱ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
明
光
台
」
の
文
字

が
あ
り
ま
す
。
小
説
で
「
手
摺
の
所
へ
来
て
、

隣
に
見
え
る
東
洋
第
一
ヱ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
云
ふ

看
板
を
眺
め
て
ゐ
た
。」
と
い
う
の
は
こ
の
看

板
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
お
、
漱
石
達
が
通
さ

れ
た
部
屋
は
先
に「
三
階
の
風
通
し
好
き
一
室
」

と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
小
説
に
は
「
そ
こ
は

南
と
西
の
開
い
た
広
い
座
敷
だ
っ
た
が
…
」
と

あ
り
ま
す
の
で
、
記
述
通
り
で
あ
れ
ば
三
階
の

い
ち
ば
ん
左
が
彼
ら
の
部
屋
だ
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

⑮
は
曙
橋
付
近
か
ら
見
た
望
海
楼
で
す
。
市

町
川
に
は
海
苔
養
殖
の
メ
ダ
ケ
が
植
え
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
小
船
は
海
苔
養
殖
関
係
の
も
の
で

し
ょ
う
。
小
説
で
は
、「
宿
の
下
に
は
可か

成な
り

大

き
な
堀
割
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
何ど

う
し
て
海
へ

つ
ヾ
い
て
ゐ
る
か
一ち
ょ
つ
と寸

解わ
か

ら
な
か
つ
た
が
、
夕

方
に
は
漁
船
が
一
二
艘
何ど

所こ

か
ら
か
漕
ぎ
寄
せ

て
来
て
、
緩ゆ
る

や
か
に
楼
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
」

と
あ
っ
て
、「
可
成
大
き
な
堀
割
」
は
写
真
の

市
町
川
で
す
。「
漕
ぎ
寄
せ
て
来
」
た
漁
船
と

い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
船
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

更
に
続
け
て
、「
自
分
達
は
其そ
の

堀
割
に
沿
ふ

て
一
二
丁
右
の
方
へ
歩
い
た
後
、
又
左
へ
切
れ

て
田た
ん
ぼ
み
ち

圃
路
を
横
切
り
始
め
た
。向
ふ
を
見
る
と
、

田
の
果は
て

が
だ
ら
だ
ら
坂
の
上
り
に
な
つ
て
、
其

を
上
り
尽
し
た
土
手
の
縁ふ
ち

に
は
、
松
が
左
右
に

長
く
続
い
て
ゐ
た
。
自
分
達
の
耳
に
は
大
き
な

波
の
石
に
砕
け
る
音
が
ど
ど
ん
ど
ど
ん
と
聞
え

た
。
三
階
か
ら
見
る
と
其
砕
け
た
波
が
忽こ
つ

然ぜ
ん

白

文 書 館 だ よ り
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⑫漱石が辟易した石段

⑬境内からの眺め

⑭三階の手摺りから
見える看板

⑮市町川の船
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い
煙け
ぶ
りと

な
つ
て
空く
う

に
打
上
げ
ら
れ
る
様
が
、
明

か
に
見
え
た
。」（
小
説
）
こ
の
記
述
は
、
望
海

楼
を
出
て
右
方
向
に
市
町
川
沿
い
に
一
二
丁
歩

き
、
左
に
折
れ
る
と
す
ぐ
に
曙
橋
を
渡
っ
て
海

岸
に
向
か
う
道
順
を
述
べ
て
い
ま
す
。
突
き
当

た
り
に
あ
る
旅
館
や
松
林
に
つ
い
て
は
、
先
に

表
紙
写
真
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
と
お
り
で

す
。
漱
石
は
「
田
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
水

田
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
道
路
の
右
側
の
ほ

と
ん
ど
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
畑
地
と
な
っ
て
い

た
も
の
で
す
。
⑯
は
明
治
四
二
年
夏
、
奠
供
山

か
ら
片
男
波
海
岸
を
撮
影
し
た
写
真
の
一
部
で

す
。
富
士
屋
支
店
と
松
林
が
見
え
ま
す
。
土
手

に
上
が
る
坂
道
が
三
か
所
（
矢
印
）
あ
っ
て
、

漱
石
の
言
う
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
と
符
合
し
ま
す
。

　

望
海
楼
で
は
「
紀
伊
毎
日
の
千
田
、
井
辺
両

君
と
晩ば
ん

餐さ
ん

を
共と
も

に
し
」（
記
事
）
ま
し
た
。
暑

苦
し
い
夜
で
し
た
の
で
、「
縁
側
の
戸
障
子
を

開
け
放
し
た
ま
ヽ
、
蚊か

帳や

の
中
に
藻も

ぐ
り
込
」

（
記
事
）
み
ま
す
が
、
漱
石
は
『
日
記
』
で

「
夫そ
れ

で
も
寐
苦
し
い
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
翌

朝
、
漱
石
は
「
涼
し
さ
や
蚊
帳
の
中
よ
り
和
歌

の
浦
」「
四
国
路
の
方
へ
な
た
れ
ぬ
雲
の
峰
」

の
二
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

【
新
和
歌
浦
見
物
】

　

講
演
当
日
早
朝
、
遅
れ
て
来
た
後
醍
院
廬
山

と
速
記
係
の
高
畠
某
が
合
流
し
、
漱
石
一
行
は

人
力
車
に
乗
っ
て
精
力
的
に
名
所
見
物
に
出
掛

け
ま
す
。
ま
ず
、
開
発
の
端
緒
に
つ
い
た
新
和

歌
浦
を
見
物
し
ま
し
た
。「
太ふ
と

縞し
ま

の
揃
へ
の
浴

衣
五
人
、
お
定
ま
り
の
名
所
見
物
と
出
か
く
、

先
づ
新
和
歌
の
浦
と
い
ふ
方
へ
車
を
進
め
つ
、

漁
師
町
を
過
ぐ
れ
ば
浦う
ら
わ曲
伝
ひ
の
新
道
路
見み

事ご
と

に
切
り
開
か
れ
た
り
、
道
は
絶ぜ
つ

崖が
い

に
沿
ふ
、
崖が
い

下か

に
寄
す
る
白
波
の
雪
と
散
り
花
と
乱
れ
て
水

煙
を
立
つ
る
さ
ま
、
せ
ヽ
こ
ま
し
け
れ
ど
、
又

棄
て
難
く
も
眺
め
ら
れ
ぬ
、
聞
け
ば
県
下
の
富

豪
森
田
長
者
議
員
独
力
の
出
資
に
よ
り
て
此
の

新
道
を
な
せ
る
も
の
と
か
、
お
ツ
魂た
ま

消げ

つ
ヽ
引

返
し
て
紀
州
侯
の
祖
廟
を
見
、
又
名
所
尽
し
の

権
現
さ
ま
に
詣
り
ぬ
。」（「
記
事
」）「
浦
曲
伝

ひ
の
新
道
路
」
と
は
、
⑰
の
矢
印
で
示
し
た
第

一
・
第
二
ト
ン
ネ
ル
に
通
じ
る
道
路
で
す
。
新

和
歌
浦
見
物
は
、
当
地
の
開
発
者
森
田
庄
兵
衛

の
招
き
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
漱
石
は
「
ト
ン

子
ル
二
つ
。
運
動
場
と
い
ふ
の
は
砲
台
の
出
来

損
の
如
し
。」
と
日
記
に
残
し
て
い
ま
す
。「
権

現
様
」（
紀
州
東
照
宮
）
見
物
の
あ
と
、
片
男

波
海
岸
に
向
か
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
漱
石
は
思

わ
ぬ
波
し
ぶ
き
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
⑱
は
明
治
四
二
・
三
年
頃
の
片
男
波
海

岸
で
す
。
陸
側
の
堤
防
は
土
手
、
海
に
面
し
た

側
は
石
造
の
二
重
堤
防
で
す
。
間
の
溝
は
今
風

に
言
え
ば
越
波
排
水
路
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

小
説
で
は
「
自
分
達
は
遂
に
其
土
手
の
上
へ
出

た
。
波
は
土
手
の
も
う
一
つ
先
に
あ
る
厚
く
築

き
上
げ
ら
れ
た
石
垣
に
当
つ
て
、
見
事
に
粉こ

微み

塵じ
ん

と
な
つ
た
末
、
煮
え
返
る
や
う
な
色
を
起
し

て
空く
う

を
吹
く
の
が
常
で
あ
つ
た
が
、
た
ま
に
は

崩
れ
た
な
り
石
垣
の
上
を
流
れ
越
え
て
、
ざ
つ

と
内
側
へ
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
大
き
い
の
も
あ

つ
た
。」
と
大
波
が
打
ち
寄
せ
る
海
岸
の
光
景

を
克
明
に
描
写
し
、「
石
の
堤
に
当
た
つ
て
砕

け
た
波
が
、
吹
き
上
る
泡
と
脚あ
し

を
洗
ふ
流
れ
と

で
、
自
分
を
濡ぬ
れ

鼠ね
ず
みの

如
く
に
し
た
。
自
分
は
母

に
叱
ら
れ
な
が
ら
、ぽ
た
ぽ
た
雫し
ず
くを
垂
ら
し
て
、

三
人
と
共
に
宿
に
帰
つ
た
。」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
同

行
記
者
の
記
事
で
は
、「
岸
辺
に
立
ち
て
片
男

浪
の
寄
せ
く
る
を
飽
か
ず
眺
め
入
り
た
り
、
何い

時つ

に
な
く
浪
荒
し
と
の
こ
と
に
て
、
逆
立
つ
浪な
み

頭が
し
らは

悪あ
く

龍り
ょ
うの

怒
号
に
も
似
つ
、
凄す
さ
まじ

く
人じ
ん

立り
つ

し

⑯手前の岩は奠供山の一部です

⑱片男波海岸

⑰トンネルに通じる道路

⑲漱石は片男波館の右手の建物を
「怪しい藁屋」と表現しています
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て
防
波
堤
を
噛か

み
て
は
又
噛
む
、
漱
石
君
そ
ヾ

ろ
興
を
や
催
し
け
ん
、
歩
一
歩
、
岸
に
近
づ
く

と
見
る
ま
に
ザ
ブ
リ
と
潮
を
浴
び
て
首
を
縮
め

る
、
放
浪
君
も
我
輩
も
づ
ぶ
濡
れ
と
な
つ
て
袂
た
も
と

を
し
ぼ
る
、
和
歌
の
浦
に
は
名
所
も
御
座
れ
ど

我
等
に
は
先
づ
之
が
第
一
の
御
馳
走
に
て
あ
り

た
り
。」
現
実
に
濡
れ
鼠
と
な
っ
た
よ
う
で
、

漱
石
の
歓
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
小
説

で
は
「
濡
鼠
」
に
な
る
直
前
に
「
向む
か
ふの
石
垣
迄ま
で

突
き
出
し
て
ゐ
る
掛
茶
屋
か
ら
防
波
堤
の
上
に

馳か

け
上
が
つ
た
。」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
先
の

⑱
の
写
真
に
は
海
側
の
石
積
み
堤
防
と
陸
側
の

土
堤
に
掛
け
渡
し
た
休
憩
所
の
よ
う
な
も
の
が

見
え
、日
覆
い
も
確
認
で
き
ま
す
。
小
説
の「
掛

け
茶
屋
」
を
想
起
さ
せ
る
写
真
で
す
。

【
講
演
と
慰
労
会
・
富
士
屋
旅
館
で
の
一
夜
】

  

県
会
議
事
堂
で
の
講
演
は
午
後
一
時
開
演
で

す
。
電
車
で
和
歌
山
市
内
に
向
か
う
途
中
、
雨

が
降
り
出
し
ま
し
た
。台
風
が
近
づ
い
て
お
り
、

「
県
会
議
事
堂
は
蒸
し
熱
い
事
夥
し
。」
と
漱
石

が
日
記
に
記
す
ほ
ど
で
し
た
。
後
醍
院
廬
山
の

「
海
に
行
け
」、
牧
放
浪
の
「
清
国
に
お
け
る
列

国
の
利
害
関
係
」
に
続
い
て
漱
石
は
「
現
代
日

本
の
開
化
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

漱
石
は
文
筆
家
・
編
集
者
の
他
に
文
明
批
評
家

と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

と
き
の
講
演
は
優
れ
た
文
明
批
評
と
し
て
著
名

で
、
彼
の
思
想
の
核
心
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

講
演
内
容
は
速
記
録
を
も
と
に
し
た
、『
朝
日

講
演
集
』
や
『
漱
石
全
集
』
で
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
講
演
終
了
後
、
有
志
に
よ
る
慰
労
会

が
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
は
十
一
番
丁
に
あ
っ

た
風
月
庵
と
い
う
料
亭
で
す
。
㉑
は
風
月
庵
の

入
り
口
で
、
㉒
は
中
庭
と
離
れ
で
す
。「
宴
会

を
開
く
と
い
ふ
か
ら
固
辞
し
て
も
聞
か
ず
、
已や
む

を
得
ず
風
月
と
い
ふ
の
に
赴
き
離
れ
で
待
つ
て

ゐ
る
。
宴
開
く
る
頃
か
ら
風
雨
と
な
る
。」（
日

記
）宴
会
が
終
わ
る
頃
に
は
外
は
吹
降
り
で
す
。

望
海
楼
の
前
ま
で
浸
水
し
て
通
行
が
危
険
だ
と

か
、電
話
が
通
じ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
か
、色
々

な
噂
が
飛
び
交
う
中
、
漱
石
と
牧
放
浪
は
、
と

り
あ
え
ず
本
町
三
丁
目
の
富
士
屋
旅
館
に
入
り

ま
し
た
。
後
醍
院
廬
山
を
は
じ
め
、
和
歌
の
浦

行
き
を
主
張
し
た
人
た
ち
は
、
人
力
車
で
六
番

丁
の
紀
伊
毎
日
新
聞
前
の
公
園
前
停
留
所
ま
で

行
き
、
電
車
を
待
ち
ま
し
た
が
、「
電
車
は
来

る
に
は
来
る
が
向
へ
行
く
の
は
何
と
か
の
松
原

迄
で
其
先
は
松
が
倒
れ
て
行
け
な
い
と
い
ふ
。

何
時〔
迄
〕待
つ
て
も
埒
が
明
か
な
い
の
で
」（
記

事
）
結
局
は
漱
石
達
と
合
流
し
ま
し
た
。

　

富
士
屋
旅
館
は
、
和
歌
山
市
内
で
は
有
田
屋

に
次
ぐ
有
名
旅
館
で
し
た
。
小
説
で
は
、
先
の

風
月
庵
が
「
立
派
な
御
茶
屋
」「
東
京
辺
の
安

料
理
屋
よ
り
却
て
好
い
位
」
と
良
好
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
富
士
屋
旅
館
は
「
古
め
か
し
い

座
敷
」「
柱
は
時
代
で
黒
く
光
つ
て
ゐ
た
。
天

井
に
も
煤
の
色
が
一
面
に
見
え
た
。」
と
言
い
、

印
象
が
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
日
記
で
は

「
電
灯
が
消
え
る
、
ラ
ン
プ
を
着
け
る
。
其
ラ

ン
プ
が
又
消
え
る
。」
と
い
う
有
様
で
、
現
実

は
ど
う
だ
っ
た
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

小
説
で
は
蝋ろ
う

燭そ
く

や
行あ
ん

灯ど
ん

ま
で
出
さ
れ
、「
其
行

灯
が
又
古
風
な
陰
気
な
も
の
」
で
し
た
。

  

翌
日
、
人
力
車
を
雇
い
、
望
海
楼
ま
で
荷
物

を
取
り
に
行
か
せ
ま
す
が
、「
つ
な
引
き
で
な

け
れ
ば
行
け
ぬ
」
と
言
わ
れ
、
車
夫
を
二
人
雇

い
、「
後
で
壹
圓
八
十
銭
平
生
の
三
倍
取
ら
れ

る
」（
い
ず
れ
も
日
記
）
と
あ
っ
て
、
漱
石
に

と
っ
て
散
々
な
和
歌
山
旅
行
で
し
た
が
、
小
説

の
取
材
に
は
こ
と
欠
か
な
い
旅
で
し
た
。（『
行

人
』『
日
記
』
は
岩
波
書
店
『
漱
石
全
集
』
か

ら
の
引
用
で
す
。）　

 （
溝
端
佳
則
）

⑳講演会場の県会議事堂

㉒風月庵の離れ

㉑風月庵の外構え

㉓富士屋旅館
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■
利
用
方
法

◆
閲
覧
室
受
付
に

あ
る
目
録
等
で
必
要

な
資
料
、文
書
等
を

検
索
し
、閲
覧
申
請

書
に
記
入
の
う
え
受

付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
文
書
等
利
用

の
受
付
は
閉
館
30
分

前
ま
で
で
す
。

◆
閲
覧
室
書
棚
に
配
架
し
て
い
る
行
政
資
料
、

参
考
資
料
は
自
由
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
複
写
承
認
申

請
書
に
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
有
料
で
す
。

　

開
館
時
間 

　
　
◆
火
曜
日
～
金
曜
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

　
　
◆
土
・
日
曜
日
・
祝
日
及
び
振
替
休
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
休
館
日 

◆
月
曜
日
（
祝
日
又
は
振
替
休
日
と
重
な
る
と

　
　
　
　
　

き
は
、
そ
の
後
の
平
日
）

◆
年
末
年
始　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

◆
館
内
整
理
日

 　

・
１
月
４
日

　
　
（
月
曜
日
の
と
き
は
、
５
日
）

 　

・
２
月
～
12
月 
第
２
木
曜
日

（
祝
日
と
重
な
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）

 　

・
特
別
整
理
期
間　

10
日
間
（
年
１
回
）

■
交
通
の
ご
あ
ん
な
い

◆
JR
和
歌
山
駅
・
南
海
電
鉄
和
歌
山
市
駅
か
ら

　

バ
ス
で
約
20
分

◆
和
歌
山
バ
ス
高
松
バ
ス
停
下
車
徒
歩
約
３
分

  

和
歌
山
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
31
号

平
成
23
年
７
月
31
日　

発　

行

編
集
・
発
行　
和
歌
山
県
立
文
書
館

〒
六
四
一

－

〇
〇
五
一

和
歌
山
市
西
高
松
一
丁
目
七

－

三
八

 　
　
　
　
　
　

き
の
く
に
志
学
館
内 

電　
話　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
一

印　
刷　
株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

文
書
館
の
利
用
案
内

『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書

 
上
げ
（
上
）』
の
頒
布
に
つ
い
て

　
収
蔵
史
料
目
録
一
〇

　

平
成
二
三
年
三
月
末
に
刊

行
い
た
し
ま
し
た
収
蔵
史
料

目
録
一
〇
『
紀
州
家
中
系
譜

並
に
親
類
書
書
上
げ
（
上
）』

を
一
、二
〇
〇
円
で
頒
布
し

て
お
り
ま
す
。

　

本
目
録
に
は
平
成
五

（
一
九
九
三
）
年
、
当
県
立
文
書
館

開
館
に
と
も
な
っ
て
、
県
立
図
書
館

か
ら
移
管
さ
れ
た
藩
庁
文
書
に
含

ま
れ
て
い
た
紀
州
藩
士
の
履
歴
書

と
も
言
う
べ
き
「
先
祖
書　

親
類

書
」、「
系
譜
」「
親
類
書
」（
以
下
「
家

中
書
上
げ
」
と
し
ま
す
。）
等
、
総

数
約
一
五
，七
〇
〇
点
に
の
ぼ
る
家

中
書
上
げ
類
の
内
、
あ
（
相
川
）

～
そ
（
曽
原
）
ま
で
の
七
，六
七
二

点
（
姓
だ
け
で
五
八
六
姓
）
を
収
録

し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

本
目
録
で
は
資
料
番
号
、
表
題
、
氏
名
・
役
儀
、

歴
代
当
主
（
及
び
提
出
者
）、
提
出
年
月
の
項

目
を
設
定
し
て
編
成
し
て
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
す
べ
て
の
家
に
つ
い
て
初
代
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
本
目
録
に
収
録
す
る
こ
と
が
で

き
た
家
中
書
上
げ
類
の
最
初
は
、
寛
政
八

（
一
七
九
六
）
年
で
す
が
、こ
れ
は
幕
府
が
『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
を
編
さ
ん
す
る
た
め
に
各
藩

に
触
れ
を
出
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
に
至
る
ま
で
紀
州
藩
で
は
各

藩
士
に
、
家
督
相
続
や
新
規
召
抱
え
等
の
際
に

は
「
系
譜
」「
親
類
書
」
の
提
出
を
義
務
付
け

て
い
ま
し
た
。

　

本
目
録
の
特
徴
は
歴

代
当
主
を
挙
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
同
姓
同
家

筋
と
同
姓
別
家
と
の
区
別

が
簡
単
に
付
け
ら
れ
る
よ

う
に
工
夫
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
同
姓
同
家

筋
は
で
き
る
限
り
、 

提
出

さ
れ
た
年
代
順
に
集
め
て

い
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
移

管
さ
れ
た
他
の
藩
庁
資
料

と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、 

紀
州
藩
家
臣
団

の
動
向
の
具
体
相
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す

研
究
者
の
方
や
、
特
定
の

人
物
の
親
類
を
調
査
さ
れ

て
い
る
方
及
び
ご
自
分
の

ル
ー
ツ
を
調
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
に
と
っ

て
、
大
い
に
役
立
つ
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
本
目
録
は
上
巻
で
す
の
で
、
同
じ
体

裁
で
来
年
に
は
下
巻
の
刊
行
を
目
指
し
て
お
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
上
巻
同
様
に
頒
布
す
る
予
定

で
お
り
ま
す
。

　

本
目
録
の
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
当
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
ま
た

は
お
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
須
山
高
明
）


