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武
家
の
年
中
行
事
は
様
々
で
、
元
日
の
年
賀

に
は
じ
ま
り
、
年
末
の
煤
払
い
に
至
る
ま
で
、

い
く
つ
も
の
行
事
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

紀
州
藩
で
も
、
元
日
に
は
「
年
頭
御
式
」
が

行
わ
れ
、
そ
れ
に
続
く
若
菜
の
祝
い
、
端
午
の

節
句
、
七
夕
な
ど
と
い
っ
た
五
節
句
や
、
毎
月

朔
日
（
一
日
）・
十
五
日
・
二
十
八
日
の
式
日
、

嘉
祥
や
玄
猪
、
中
間
な
ど
、
細
か
な
行
事
の
定

め
が
あ
り
ま
し
た
。

紀
州
藩
大
奥
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
御
式
」
に

合
わ
せ
、
御
簾
中
や
奥
女
中
た
ち
は
、
そ
の
日

そ
の
日
に
ふ
さ
わ
し
い
様
々
な
装
い
で
、
祝
い

の
儀
式
に
臨
み
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
衣
装
は
、
堀
内
信
に
よ
っ
て
、「
南

紀
徳
川
史
」
に
あ
ざ
や
か
な
色
彩
を
も
っ
て
描

か
れ
ま
し
た
。『
文
書
館
だ
よ
り
47
号
』
の
正

月
の
祝
賀
式
の
装
い
に
続
き
、「
午
後
の
御
召

替
」
や
「
五
節
句
」「
式
日
」
の
衣
装
を
、
印

刷
本
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
彩
色
と
と
も
に
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
謄
写
本
「
南
紀

徳
川
史
」
よ
り
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
「
節
句
」
と
い
え
ば
、
今
の
私
た
ち
に

も
な
じ
み
の
深
い
三
月
三
日
の
「
桃
の
節
句
」

や
五
月
五
日
「
端
午
の
節
句
」、
そ
れ
に
七
月

七
日
の
「
七
夕
」
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
う
か
び

ま
す
。
こ
れ
に
若
菜（
一
月
七
日
）と
重
陽（
九

月
九
日
）
を
加
え
て
「
五
節
句
」
と
い
い
ま
す
。

紀
州
藩
大
奥
で
も
五
節
句
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
日
に
ち
な
ん
だ
飾
り
物
や
供
え
物
を
し
て
、

子
供
の
成
長
や
健
康
、
長
寿
を
願
い
ま
し
た
。

そ
の
日
の
御ご

簾れ
ん

中じ
ゅ
う

（
藩
主
の
正
室
）
の
装
い

が
、「
大
奥
御
服
図
」
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
写
真
は
、
五
節
句
（
元
服
後
）
の
装

い
、
写
真
1
は
式
日
（
元
服
前
）
の
装
い
で
す
。

御
介
取（
打
掛
）

正
月
の
御
祝
い
式
は
、
萌も
え
ぎ
い
ろ

黄
色
の
袿う
ち
ぎ

に
緋
の

袴
姿
で
し
た
が
、
午
後
に
な
る
と
御お

介か
い

取と
り

（
御

掻
取
）
姿
に
御
召
替
え
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

五
節
句
・
式
日
な
ど
も
、
御
介
取
、
い
わ
ゆ
る

打
掛
で
す
。
正
月
の
伝
統
儀
式
に
着
用
し
た
公

家
風
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
い
か
に
も
武
家

風
の
装
い
で
す
。
現
代
で
は
和
装
の
花
嫁
姿
と

し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

打
掛
は
文
字
通
り
「
打
ち
掛
て
着
る
着
物
」

で
、
帯
を
締
め
た
上
か
ら
羽
織
っ
て
、
上
着
と

し
て
着
用
し
ま
す
。
着
物
の
丈
を
そ
の
ま
ま
生

か
し
て
着
る
の
で
、
身
の
丈
よ
り
余
っ
た
裾
は

後
ろ
に
広
が
り
、
優
雅
な
曲
線
を
つ
く
り
出
し

ま
し
た
。
打
掛
に
は
、
洗
練
さ
れ
た
様
々
な
美

し
い
模
様
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
打
掛
に
は
着
物
全
体
に
雲く
も

形が
た

が
施
さ

れ
、
そ
こ
に
菊
や
、
梅
、
蔦つ
た

、
葵
な
ど
が
浮
か

ぶ
よ
う
に
、
す
き
間
な
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
菊
は
長
寿
を
象
徴
す
る
花
、
梅
は
厳
し

い
寒
さ
の
中
い
ち
早
く
咲
き
初
め
る
こ
と
か
ら

生
命
力
や
忍
耐
力
を
表
し
、
蔦
は
つ
る
が
伸
び

て
葉
を
つ
け
る
こ
と
か
ら
発
展
を
意
味
し
ま
す
。

雲
形
は
紫
色
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
の
で
、
め
で
た
い
こ
と
が
起
こ
る
前
兆
に
現

れ
る
と
い
う
瑞
雲
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
良
い
文
様
を
吉

祥
文
様
と
言
い
、
こ
の
模
様
を
何
種
類
も
組
み

合
わ
せ
た
打
掛
は
、
最
上
級
の
祝
意
を
表
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
写
真
1
の
「
式
日
」（
元
服
前
）
に
着

用
す
る
と
さ
れ
る
打
掛
で
は
、
柄え

の
端は
し

の
穴
に

ひ
も
を
通
し
た
唐か
ら

団う
ち
わ扇
や
菊
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
唐
団
扇
は
軍
配
団
扇
と
も
よ
ば
れ
、
軍
陣

で
の
采
配
、
相
撲
の
行
司
が
使
用
す
る
軍
配
を

形
取
っ
て
い
る
事
か
ら
、
力
強
い
勝
利
の
象
徴

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
団
扇
に
は
邪
気
を
は

ら
う
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
模
様
は
「
縫
い
入
れ
（
刺
繍
）」

で
施
さ
れ
ま
し
た
。
色
と
り
ど
り
の
刺
繍
糸
に

加
え
金
糸
や
箔
な
ど
も
使
わ
れ
、
華
や
か
な
打

掛
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

菊
や
梅
、
雲
形
、
唐
団
扇
な
ど
の
ほ
か
に
も
、

桜
、
藤
、
牡ぼ
た
ん丹

、
杜か
き
つ
ば
た若

、
鳥
、
立た
ち

枠わ
く

な
ど
様
々

な
模
様
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
健
康
や
長
寿
な

ど
を
表
す
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
吉

祥
文
様
は
五
節
句
の
祝
意
を
表
す
の
に
相
応
し

い
文
様
と
い
え
ま
す
。

御
簾
中
が
着
用
す
る
打
掛
の
模
様
は
数
百
種

も
あ
り
一
々
「
枚
挙
す
べ
か
ら
す
」
と
記
さ
れ

る
程
で
し
た
。

元
服
前
と
半
元
服
の
期
間
は
振
袖
、
元
服
が

済
む
と
袖
を
短
く
し
た
留
袖
を
着
用
し
ま
し
た
。

図
１　

菊
綸
子
地
白
・
地
赤
・
地
黒
御
掻
介
模
様

「
青
海
波
（
せ
い
が
い
は
）・
沙
綾
形
（
さ
や
が
た
）・
段
々
尓

牡
丹
・
菊
・
杜
若
の
花
束
・
蝶
・
露
の
模
様
」の
図
案（
元
服
前
）

「
南
紀
徳
川
史
」に
は
数
十
を
超
え
る
着
物
の
模
様
雛

形
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

�

（
図
1
〜
4
は
清
文
堂
出
版『
南
紀
徳
川
史
』よ
り
掲
載
）

第 50号（平成 29年 11 月発行）

描
か
れ
た

　紀
州
藩
大
奥
の
装
い
　そ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
季
節
を
纏
う
〜写真1　元服前、式日御服「唐団扇菊ちらし」模様の打掛

（表紙と写真1〜10は東京大学史料編纂所所蔵謄写本より掲載）
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次
に
、
打
掛
の
生
地
で
す
が
、「
菊き
く

綸り
ん

子ず

」

と
あ
り
ま
す
。
綸
子
と
は
、繻し
ゅ

子す

織お
り

（
サ
テ
ン
）

の
一
種
で
、
薄
地
で
柔
ら
か
く
、
滑
ら
か
な
光

沢
の
あ
る
絹
織
物
で
す
。
糸
の
取
り
方
に
よ
っ

て
地
紋
が
で
き
、
そ
れ
が
浮
き
出
し
て
み
え
る

の
が
特
徴
で
す
。

同
書
の
解

説
に
よ
る
と

「
菊
綸
子
」
の

地
紋
と
は
、

「
菊
と
蘭
の
打

違
い
で
段
々

に
織
り
出
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の

間
を
、
卍
を

斜
め
に
崩
し

た
沙さ

綾や

形が
た

と

呼
ば
れ
る
連

続
文
様
で
つ

な
い
だ
文
様

を
織
り
出
し

た
も
の
」
と
あ
り
ま
す
。

卍
（
万
字
）
は
、
吉
祥
の
し
る
し
と
さ
れ
、

こ
れ
を
連
続
紋
で
つ
な
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、

不ふ

断だ
ん

長ち
ょ
う

久き
ゅ
う

（
不
断
＝
絶
え
る
こ
と
の
な
い
、
長

久
＝
長
く
続
く
）
の
文
様
と
さ
れ
て
お
り
大
変

縁
起
の
良
い
文
様
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た

吉
祥
文
様
の
ひ
と
つ
で
、
家
の
繁
栄
や
長
寿
な

ど
の
願
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

ま
す
。

「
菊
綸
子
は
御
当
家
に
限
れ
る
よ
し
也
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
徳
川
一
族
に
限
っ
て

着
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
特
別
な
文
様
で
し
た
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
地
模
様
が
織
り
出
さ
れ
た

綸
子
を
「
御
当
家
」
で
は
特
に
「
菊
綸
子
」
と

呼
び
慣な
ら

わ
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
五
節
句
に

は
「
菊
綸
子
の
他
は
用
ひ
が
た
し
」
と
し
て
、

節
句
の
祝
い
に
は
必
ず
菊
綸
子
の
御
介
取
を
着

用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
正
月
三
が
日

の
、
午
後
の
御
召
替
え
や
玄げ
ん

猪ち
ょ

（
十
月
の
亥
の

日
）
な
ど
五
節
句
に
匹
敵
す
る
「
五
節
句
服
被め
さ

召れ
る

べ
き
廉か
ど

々か
ど

」
の
祝
賀
行
事
に
も
着
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

生
地
の
色
は
地
白
・
地
赤
・
地
黒
の
三
種
類

で
し
た
が
、
三
月
三
日
の
桃
の
節
句
に
は
桃
色

の
御
介
取
が
着
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
は
綸

子
で
は
な
く
、
繻
子
の
生
地
に
縫
い
入
れ
が
さ

れ
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
五
月
五
日
の
端
午

の
節
句
か
ら
九
月
九
日
の
重
陽
ま
で
は
、
見
た

目
に
も
涼
し
げ
な
辻（
絹
縮
）を
着
用
し
ま
し
た
。

御
相
召（
掛
下
）

さ
て
、
打
掛
の
下
に
着
用
し
た
御
相
召
に
は

紅
白
の
二
色
が
あ
り
ま
し
た
。

正
月
の
午
後
の
御
召
替
え
後
や
、
五
節
句
に

は
「
緋
の
大
紋
綸
子
」
又
は
「
緋
紋
縮
緬
」
で

し
た
。
緋
色
の
地
色
に
大
き
な
模
様
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
胴
裏
（
裏
地
）
に
は
紅
裏
が
使
わ

れ
ま
し
た
。
紅
裏
は
、
紅
花
に
よ
っ
て
赤
色
ま

た
は
緋
色
に
染
め
た
紅
絹
で
す
。
紅
花
を
揉
ん

で
染
め
た
こ
と
か
ら
モ
ミ
と
言
う
名
前
が
付
い

た
よ
う
で
す
。
組
色
（
二
つ
色
）
と
し
て
白
色

が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

五
節
句
の
中
で
も
、
三
月
三
日
の
雛
祭
り
と

重
陽
の
九
月
九
日
に
限
っ
て
は
白
色
の
大
紋
、

同
じ
く
白
の
紋
縮
緬
が
着
用
さ
れ
ま
し
た
。

白
色
の
大
紋
の
縫
い
入
れ
に
は
「
色
な
し
」

と
あ
り
、
赤
糸
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

雛
祭
り
の
桃
色
繻
子
地
の
打
掛
に
合
わ
せ
た

取
り
合
わ
せ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
帯
　

帯
類
も
ま
た
大
変
多
く
の
模
様
、
柄
、
色
合

い
の
図
案
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

生
地
は
繻
子
で
、
寸
法
は
鯨
丈
で
一
丈
一
尺

（
約
4.2
m
）、
巾
八
寸
（
約
30
㎝
）
あ
り
ま
し
た
。

現
在
の
帯
の
寸
法
に
比
べ
る
と
一
概
に
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
約
20
㎝
ほ
ど
長
く
、
幅
は
袋
帯

と
同
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

結
び
様
は
二
通
り
あ
り
、留
袖
と
な
る
前（
出

産
前
）
は
「
紀
州
の
左
や
の
字
」
と
称
す
る
結

び
方
で
、
肩
か
ら
腰
に
か
け
て
斜
め
に
蝶
結
び

を
す
る
よ
う
に
結
び
ま
し
た
。

右
側
を
上
に
す
る
右
矢
の
字
と
左
側
を
上
に

す
る
左
矢
の
字
が
あ
り
、
出
か
け
る
時
は
左
矢

の
字
、
室
内
で
裾
引
き
の
時
は
右
矢
の
字
な
ど

と
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
紀
州
藩
大
奥
で
は
常

時
、
左
矢
の
字
に
結
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

御
簾
中
を
初
め
と
し
、
奥
女
中
一
般
が
、
一

様
に
こ
の
結
び
方
で
し
た
。

図２　菊と蘭の地紋図3　沙綾形（直線的な部分）

写
真
２　

緋
大
紋
綸
子

写
真
３

繻
子
地　

市
松
紫
白　

牡
丹
花
紅
ぼ
か
し　

杜
若
紫
金

菊
の
花
金
紫
ぼ
か
し
、
紅
ぼ
か
し
、
か
ば
糸
も
入
、

蝶
黒
・
金
・
紅
其
外
色
々
入

い
つ
れ
も
色
取
よ
く
紅
が
ち　

鯨
丈
一
丈
一
尺　

巾

八
寸　

織
出
の
外

写
真
４　

帯
図
案

黒
地
に
吉
祥
文
様
の
網
目
紋
が
描
か
れ
、
桜
が
散
り

ば
め
ら
れ
た
帯
の
模
様

第 50号（平成 29年 11 月発行）

写真 5　紀州の左矢の字結び

図
４　

白
大
紋
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留
袖
と
な
っ
た
後
は
、
結
び
目
が
前
に
な
る

「
御お

前ま
え

帯お
び

」
に
結
び
ま
し
た
。
こ
の
と
き
締
め

る
帯
は
、
通
常
よ
り
も
少
し
幅
が
狭
い
六
寸
五

分
（
約
24
〜
25
㎝
）
の
も
の
を
使
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
れ
を
御お

掛か
け

下し
た

（
掛
下
帯
の
意
）、
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。

御
附
帯
、御
腰
巻
姿
　
～
夏
の
装
い
～

四
月
一
日
よ
り
重
陽
の
前
日
ま
で
、
夏
の
間

は
「
御
附
帯
」
と
呼
ば
れ
る
帯
が
締
め
ら
れ
ま

し
た
。

御
附
帯
は
巾
3
寸
余
（
約
12
㎝
ほ
ど
）
の
細

い
帯
で
、
両
端
は
丸
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
帯
の
締
め
方
は
、
腰
の
中
央
で
結
び
、

両
端
を
角つ
の

の
よ
う
に
左
右
に
張
り
出
さ
せ
ま
す
。

張
り
出
し
た
部
分
に
は
途
中
で
折
れ
な
い
よ
う

に
、
芯
を
入
れ
て
補
強
し
て
い
ま
し
た
。

色
は
白
、
紺
、
赤
、
萌
黄
、
紫
な
ど
様
々
な

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

御
附
帯
を
締
め
て
い
る
期
間
は
、
打
掛
は
着

用
し
ま
せ
ん
。

そ
し
て
こ
の
期
間
中
の
御
節
句
の
装
い
は
、

打
掛
の
代
わ
り
に
御
腰
巻
と
い
う
着
物
を
腰
に

巻
き
付
け
た
「
御
腰
巻
姿
」
と
な
り
ま
し
た
。

御
腰
巻
は
御
附
帯
の
芯
が
入
っ
た
角
の
部
分

に
着
物
の
両
袖
を
通
し
て
掛
け
、
前
襟
に
付
け

ら
れ
た
紐
を
帯
へ
く
く
り
、
止
め
る
の
だ
そ
う

で
す
。
御
腰
巻
姿
は
武
家
方
で
の
み
用
い
ら
れ

た
夏
の
独
特
な
正
装
の
姿
で
し
た
。

腰
巻
用
の
着
物
は
、
絹
糸
を
精
練
し
な
い
ま

ま
で
織
っ
た
「
生
糸
織
」
で
、
張
り
の
あ
る
生

地
が
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

色
は
「
嘉か

珍ち
ん

色
又
ハ
地
黒
」
と
あ
り
、
濃
い

褐
色
か
黒
色
で
、
着
物
全
体
に
刺
繍
の
入
っ
た

「
縫
い
入
れ
総
模
様
」
に
「
摺
金
」
が
施
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

「
摺
金
」
は
、
恐
ら
く
「
摺
箔
」
の
こ
と
で
、

生
地
に
直
接
、
糊
や
膠
を
ぬ
り
、
そ
の
上
に
金

箔
を
置
い
て
模
様
を
表
す
技
法
で
す
。

総
縫
い
入
れ
模
様
の
刺
繍
と
組
み
合
し
て
使

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
夏
用
で
あ
っ
て
も
、
豪
華

な
仕
立
て
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

御
腰
巻
の
寸
法
は
「
身
丈
に
応
じ
少
々
ツ
ゝ

長
短
あ
れ
共
大
凡
左
の
如
し
」
と
し
て
、

丈　
　
　

四
尺
九
寸
五
分
（
一
八
七
、五
cm
）

袖　
　
　

二
尺
六
寸
（
九
八
、五
cm
）

奥
身
丈　

四
尺
七
寸
（
一
七
八
、〇
cm
）

襟　
　
　

二
尺
六
寸
（
九
八
、五
cm
）

　

總
丈
五
尺
弐
寸
（
一
九
七
、〇
cm
）

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
寸
法
か
ら
見
る
と
、
丈
が
四
尺
九
寸
五

分
と
あ
る
こ
と
か
ら
裾
引
き
で
、
袖
丈
が
二
尺

六
寸
と
長
い
こ
と
か
ら
、
振
袖
に
仕
立
て
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

「
仕
立
並
衣
の
如
に
て
短
し
」
と
あ
り
ま
す

が
、
通
常
の
打
掛
に
比
べ
て
も
大
き
目
の
寸
法

で
、
こ
れ
を
御
附
帯
に
掛
け
て
着
用
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
随
分
長
く
裾
を
引
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

御
腰
巻
の
模
様
は
、
七し

っ

宝ぽ
う

や
卍
つ
な
ぎ
、
亀

甲
な
ど
の
幾
何
学
的
な
吉
祥
文
様
に
、
菊
や
若

竹
、
梅
立
花
の
折
枝
な
ど
が
描
か
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

写
真
８
は
、「
亟か
ず

姫
様
御
召
」
の
御
腰
巻
の

模
様
で
す
。
亟
姫
は
十
代
藩
主
治は
る

宝と
み

の
姉
で
す
。

同
書
に
は
、

亟
姫
様
御
召　
　

寛
政
五
子
年
十
月

同（御
腰
巻
）地
黒�

紅
梅
絻 

模
様�

七
宝�

梅
橘
折
枝

と
あ
り
ま
す
。

十
月
に
、
夏
用
の
御
腰
巻
を
仕
立
て
る
の
は

時
期
外
れ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
亟
姫

は
、
こ
の
年
の
五
月
十
八
日
に
、
松
平
相
模
守

治
道
（
鳥
取
藩
主
）
へ
縁
組
が
決
ま
っ
て
お
り
、

十
一
月
に
は
鳥
取
藩
邸
へ
「
御お

引ひ
き

移う
つ
り

」
と
な
り

ま
す
。
時
期
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
恐
ら
く
婚
礼

の
た
め
の
仕
立
て
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

写真６　御前帯の様子

写真 7　御腰巻姿（左）と御附帯（右）
「御腰巻　武家方のみ用いるよし、夏季づし（つじ・本辻とも。御台所や御簾中などが着用）を召され御附帯へ掛け、
前襟の紐を御附帯へくくり止める」と、着用の手順が示されています。

写
真
８　

亟
姫
着
用
の
御
腰
巻
の
図
案

第 50号（平成 29年 11 月発行）
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そ
の
代
銀
は
、
刺
繍
や
摺
箔
が
施
さ
れ
た
表

の
代
銀
が
三
貫
五
百
目
、
こ
れ
が
二
着
と
、
袷

の
裏
地
と
な
る
「
裏
紅
絻ね
り

」
が
二
反
で
五
百
目

（
呉
服
師
丸
屋
積
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
の
価
値
に
換
算
す
る
と
、
一
着
分
で
見
積

も
っ
て
も
、
四
百
万
円
を
越
す
金
額
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
ま
す
。
何
着
持
っ
て
行
っ
た
の
か
、

大
変
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

「
南
紀
徳
川
史
」
に
よ
る
と
、
前
述
の
よ
う

に
紀
州
藩
大
奥
で
は
四
月
一
日
か
ら
は
打
掛
は

無
し
に
な
り
、
裏
地
の
あ
る
「
御
袷
」
仕
立
て

の
着
物
に
御
附
帯
を
締
め
ま
し
た
。
そ
し
て
五

月
五
日
の
節
句
か
ら
は
、「
夏
御
召
替
」（
衣
替

え
）
と
な
り
、
裏
地
の
な
い
「
辻
」（
帷か
た

子び
ら

）

を
着
用
し
ま
し
た
。

こ
の
時
は
、
や
や
厚
手
の
「
縮
絽
」
を
着
用

し
ま
し
た
が
、
土
用
中
は
「
の
し
辻
」
と
い
う

薄
手
の
縮
緬
が
着
用
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
徳
川
家
康
が
江
戸
城
に
入
城
し
た
こ

と
で
、
徳
川
家
に
と
っ
て
は
正
月
に
次
い
で
重

要
な
日
と
さ
れ
た
八
朔（
八
月
一
日
）に
は
江
戸

城
に
お
い
て
諸
大
名
な
ど
が「
白
帷
子
」に
長
袴

姿
で
登
城
し
将
軍
に
拝
謁
し
ま
し
た
。
紀
州
藩

大
奥
で
も
御
附
帯
、
御
腰
巻
姿
に
、
こ
の
日
に

限
っ
て
は
特
に
白
色
の
辻
が
着
用
さ
れ
ま
し
た
。

九
月
に
入
る
と
、「
御
袷
」と
な
り
、
九
月
九

日
の
重
陽
の
節
句
か
ら
打
掛
を
着
用
し
ま
し
た
。

髪
　
型

髪
型
は
表
紙
写
真
の
元
服
後
の
絵
姿
に
「
御

守
殿
長
づ
と
御
下
髪
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
御
守
殿
」
と
は
将
軍
の
娘
が
高
位
の
諸
侯
へ

嫁
し
た
後
の
敬
称
で
、
ま
た
、
そ
の
居
住
し
た

御
殿
を
指
し
ま
す
。

紀
州
藩
で
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）、
三

代
藩
主
綱
教
が
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
娘
の
鶴
姫

（
明
信
院
）
を
迎
え
ま
し
た
。
ま
た
、
十
代
藩

主
治
宝
が
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
十
代

将
軍
家
治
の
養
女
で
あ
る
、
種
姫
（
貞
恭
院
）

を
迎
え
ま
し
た
。

女
性
の
髪
型
と
い
え
ば
、
も
と
も
と
は
御
下

げ
髪
が
基
本
で
、
古
く
か
ら
公
家
の
間
で
は
、

肩
の
あ
た
り
で
髪
を
束
ね
る
下
げ
髪
（
お
す
べ

ら
か
し
）
が
結
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
束
ね
た
髪
を
頭
頂
に
持
っ
て
い
き
（
こ
れ

を
根
と
い
う
）、背
中
に
下
げ
る（
根
結
の
垂
髪
）

と
い
う
結
い
方
が
武
家
の
間
で
定
着
し
て
い
き

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
に
あ
る
「
御
守
殿
」

は
、
将
軍
家
か
ら
嫁
い
で
来
た
姫
た
ち
が
結
っ

て
い
た
よ
う
な
武
家
風
の
御
下
げ
髪
を
意
味
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
長
づ
と
」
は
、
元
は
「
葵あ
お
い

髱た
ぼ

」
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
こ
れ
も
は
じ
め
は
公
家
の
間
で
広

ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
将
軍
家
に
嫁

い
だ
姫
君
な
ど
か
ら
徐
々
に
広
ま
り
、
武
家
の

間
で
も
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ

と
（
関
西
で
は
た
ぼ
）
は
髪
を
束
ね
て
頭
頂
へ

持
ち
上
げ
た
と
き
に
見
え
る
、
襟
足
よ
り
上
の
、

背
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
た
部
分
で
す
。
横
髪

の
鬢び
ん

と
髱
を
ま
と
め
て
頭
頂
部
の
高
い
位
置
で

結
う
こ
と
か
ら
、
髱
が
長
く
見
え
る
の
で
「
長

づ
と
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鬢
は
、
写
真
9
の
よ
う
な
弓
の
よ
う
な
形
を

し
た
細
長
い
鬢
さ
し
に
、「
鬢
付
け
油
を
塗
り

髪
を
付
着
」
さ
せ
、
左
右
に
張
り
を
持
た
せ
ま

し
た
。

一
般
に
は
針
金
に
紙
を
巻
き
付
け
漆
で
固
め

た
も
の
や
鯨
の
髭
で
で
き
た
も
の
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
「
黒
鼈べ
っ

甲こ
う

製
」
の
鬢
さ

し
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

表
紙
写
真
に
描
か
れ
た
髪
型
の
よ
う
に
前
髪

と
、
横
に
張
り
出
し
た
鬢
と
髱
を
あ
わ
せ
て
頭

頂
で
一
束
に
結
い
、
下
げ
髪
に
し
た
先
に
、
長

か
も
じ
を
付
け
足
し
て
絵え

元も
と

結ゆ
い

で
結
わ
え
、
そ

の
下
へ
順
々
に
紅
白
、
紅
、
白
、
紅
の
元
結
を

結
ぶ
、
こ
れ
が
「
御
守
殿
長
づ
と
御
下
髪
」
の

髪
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

参
殿
の
者
御
引
見
の
節
の
装
い

写
真
10
は
、
打
掛
を
羽
織
り
、
御
合
召
に
は

緋
色
の
縮
緬
と
、
五
節
句
・
式
日
の
装
い
と
変

わ
り
無
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
決
定

的
に
違
う
の
は
、髪
の
結
い
方
で
す
。
五
節
句
・

式
日
な
ど
、
公
的
な
儀
式
の
あ
る
日
に
は
、
御

下
げ
髪
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
御
下
げ
髪
は
日
常
生
活
に

お
い
て
大
変
不
便
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
御

式
が
終
わ
っ
た
後
の
御
召
替
え
後
な
ど
に
は
、

「
下さ

げ
下し
た

地じ

」（
片
外
し
）
な
ど
と
称
さ
れ
る
、

下
げ
髪
を
笄こ
う
が
い

に
巻
き
付
け
て
結
い
上
げ
、
必

要
な
時
に
簡
単
に
元
に
戻
せ
る
よ
う
な
髪
型
で

過
ご
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
髪
型
は
「
吹
き
輪
」
と
い

う
髪
型
で
す
。
吹
き
輪
は
、
通
過
儀
礼
の
ひ
と

つ
で
あ
る
、
歯
を
黒
く
染
め
る
鉄お
は

漿ぐ
ろ

を
済
ま
せ

た
も
の
の
、
眉
は
剃
ら
ず
に
い
る
半
元
服
の
時

期
の
平
日
に
結
わ
れ
る
髪
型
で
す
。
大
名
の
姫

君
の
髪
型
で
す
。

平
日
の
髪
型
で
あ
り
な
が
ら
、
打
掛
、
緋
縮

緬
の
御
合
召
と
い
っ
た
礼
装
を
し
て
い
る
の
は
、

参
殿
の
者
に
引
見
す
る
た
め
で
す
。

平
日
の
髪
型
で
は
あ
る
も
の
の
、
参
上
の
者

た
ち
に
失
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
礼
装
を
着
用
す

る
、
い
わ
ば
平
日
と
式
日
の
折
衷
型
の
よ
う
な

装
い
で
す
。
大
奥
な
ら
で
は
の
合
理
性
が
垣
間

見
え
る
着
こ
な
し
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

今
回
は
五
節
句
・
式
日
な
ど
に
着
用
さ
れ
た

装
い
を
紹
介
し
ま
し
た
。

正
月
の
祝
賀
式
で
の
正
装
は
、
有
職
文
様
が

描
か
れ
た
伝
統
的
な
「
袿
」
に
「
袴
」
姿
で
し

た
が
、
五
節
句
・

式
日
な
ど
に
は
、

打
掛
姿
に
な
り

ま
し
た
。

そ
こ
に
は
吉

祥
文
様
が
描
か

れ
、
健
康
や
長

寿
の
願
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の

で
す
。

（
松
島
由
佳
）

写真9　御守殿長づとの鬢さし

写真10　参殿の者御引見の節等の装い

第 50号（平成 29年 11 月発行）
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ア
メ
リ
カ
か
ら
の
年
賀
状

―
明
治
期
紀
三
井
寺
村
の

　
　
　
　
　
　
　�

移
民
事
情―

第 50号（平成 29年 11 月発行）

近
年
、
人
口
減
少
や
人
間
関
係
の
希
薄
化
が

す
す
み
、
そ
こ
へ
電
子
メ
ー
ル
や
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
っ
て
、
年
賀
状
の
発
行

枚
数
が
減
少
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

今
後
は
ま
す
ま
す
減
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
年
賀
状
で
す
が
、
現
在
目
録
化
作
業
中

の
岩
﨑
家
文
書
に
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け

て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
年
賀
状
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

◇
和
歌
山
県
と
移
民

和
歌
山
県
は
、
明
治
か
ら
戦
後
ま
で
、
多
く

の
移
民
を
送
り
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
特
に
現
在
の
紀
の
川
市
池
田
や
田
中
、
和

歌
山
市
西
庄
、
美
浜
町
三
尾
や
串
本
町
が
移
民

村
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
紀
三
井

寺
村
か
ら
も
多
く
の
移
民
を
輩
出
し
た
こ
と
は
、

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

右
の
写
真
1
は
、
紀
三
井
寺
村
出
身
の
西
亀

之
助
で
す
。亀
之
助
は
、安
政
五
年（
一
八
五
八
）

に
生
ま
れ
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
西

脇
野
村
出
身
で
先
に
渡
米
し
て
い
た
人
か
ら
の

情
報
を
得
て
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
当
初
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（
以

下
「
桑
港
」）
郊
外
で
農
業
に
従
事
し
て
い
ま

し
た
が
、
同
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
は

桑
港
で
下
宿
屋
を
営
み
ま
し
た
。

以
後
、
万
国
博
覧
会
の
開
催
を
き
っ
か
け

と
し
て
、
息
子
の
保
羅
と
と
も
に
シ
カ
ゴ
へ

移
り
、
活
躍
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
四
十

年
（
一
九
〇
七
）
頃
に
帰
国
、
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）
に
没
し
ま
し
た
。

亀
之
助
の
成
功
を
知
っ
た
人
々
は
、
後
に
続

け
と
渡
米
し
、
亀
之
助
活
躍
の
噂
は
、
日
高
郡

稲
原
村
の
造
木
佐
八
の
耳
に
も
届
き
ま
し
た
。

和
歌
山
県
か
ら
の
移
民
は
、
漁
業
関
係
者
が
有

名
で
す
が
、
農
村
か
ら
も
多
く
の
人
々
が
移
住

し
て
い
た
の
で
す
。

年
賀
状
の
宛
て
先
で
あ
っ
た
岩
﨑
家
は
、
当

主
の
冨
三
郎
が
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）

以
降
、
紀
三
井
寺
村
会
議
員
を
歴
任
し
、
同

三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
は
村
長
に
当
選
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
渡
航
者
と
は
事
務
手
続
き

や
餞
別
を
贈
る
な
ど
、
公
私
に
わ
た
る
付
き
合

い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
村
出
身
の

西
親
子
連
名
に
よ
る
年
賀
状
が
伝
わ
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
（
写
真
2
）。

◇
岩
﨑
家
に
届
く
ま
で

は
が
き
に
押
さ
れ
た
消
印
か
ら
、
い
つ
・
ど

こ
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
も
の
か
が
わ
か
り
ま
す

（
写
真
3
）。
消
印
か
ら
確
認
で
き
た
集
配
局
と

枚
数
を
ま
と
め
て
一
覧
に
し
た
の
が
左
の
ペ
ー

ジ
の
図
1
で
す
。
日
本
と
北
米
と
の
玄
関
口
で

あ
る
、
桑
港
が
最
も
多
い
の
は
納
得
で
す
が
、

同
数
で
バ
カ
ビ
ル
と
い
う
場
所
が
あ
り
ま
し
た

（
後
述
）。

現
在
桑
港
と
日
本
の
間
は
、
航
空
便
い
わ
ゆ

る
エ
ア
メ
ー
ル
で
送
る
と
通
常
で
あ
れ
ば
十
日

ほ
ど
で
到
着
す
る
よ
う
で
す
が
、
当
時
は
船
便

し
か
な
か
っ
た
の
で
、
到
着
ま
で
三
週
間
か
ら

一
ヶ
月
を
要
し
ま
し
た
。

年
賀
状
の
役
割
と
い
う
の
は
、
本
来
対
面
し

て
年
始
の
挨
拶
を
す
べ
き
と
こ
ろ
、
書
状
で
代

弁
し
た
も
の
で
す
。
現
在
で
は
元
日
に
届
く
よ

う
、
年
内
に
投
函
す
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、

当
時
は
元
日
を
過
ぎ
て
か
ら
年
賀
状
を
送
っ
て

い
ま
し
た
。
消
印
を
見
る
と
、
郵
便
事
情
を
考

慮
し
て
早
め
に
投
函
す
る
人
、
従
来
通
り
年
が

明
け
て
か
ら
投
函
し
て
い
る
人
に
分
れ
、
消
印

か
ら
発
信
者
の
性
格
が
垣
間
見
え
ま
す
。

年
賀
状
の
発
信
者
は
、
連
名
も
あ
る
た
め

三
四
名
、
延
べ
一
一
一
人
に
上
り
ま
す
。
も
っ

と
も
枚
数
が
多
い
の
は
、
西
長
左
衛
門
と
い
う

人
物
か
ら
の
も
の
で
、
一
一
通
あ
り
ま
し
た
。

次
は
七
通
の
塩
野
馨
、
西
織
之
助
、
宮
本
弥
兵

衛
と
い
う
人
た
ち
で
す
が
、
彼
ら
の
履
歴
に
つ

い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
岩
﨑
家
と
何
ら

か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

写真1　西亀之助
（『和歌山県移民史』より）

写真 2　西親子ほかからの年賀状

写真 3　はがきの消印 ①ウィンターズ
（1890）.12.15

②サンフランシスコ
1890.12.15

③横浜
1891.1.8

④紀伊三葛
（明治）24.1.10

1

2

3

4
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◇
北
米
で
の
暮
ら
し

明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
に
桑
港
の
日
本

領
事
館
が
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
桑
港

を
中
心
と
し
た
北
部
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
約

四
五
〇
〇
人
の
日
本
人
が
在
留
し
て
い
ま
し
た
。

北
米
に
お
け
る
移
民
者
の
職
業
は
、
ほ
と
ん

ど
が
出
稼
ぎ
労
働
者
で
、
農
業
つ
ま
り
、
開
墾
、

果
実
類
の
栽
培
や
収
穫
を
主
と
し
、
農
業
以
外

で
は
、
鉄
道
建
設
、
製
材
、
炭
坑
、
缶
詰
製
造

な
ど
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
日

本
人
向
け
の
商
店
や
料
理
店
の
経
営
者
と
そ
の

従
業
員
、
家
内
労
働
に
従
事
し
な
が
ら
修
学
す

る
人
な
ど
も
い
ま
し
た
。

バ
カ
ビ
ル
は
、
桑
港
か
ら
お
よ
そ
87
キ
ロ
離

れ
た
土
地
で
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
高

知
県
人
三
名
が
進
出
。
そ
の
三
年
後
、
和
歌
山

市
出
身
の
相
川
直
之
助
の
移
住
を
き
っ
か
け
に
、

多
く
の
和
歌
山
県
民
が
果
樹
栽
培
の
盛
ん
と

な
っ
た
バ
カ
ビ
ル
に
移
り
住
ん
で
い
ま
す
。

明
治
二
十
八
年
に
は
、
四
五
〇
人
の
日
本

人
が
果
樹
園
で
の
小
作
労
働
を
中
心
に
従
事

し
て
お
り
、
増
加
す
る
日
本
人
移
民
に
対
し

て
、
相
川
は
同
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
桑
港
に

東
洋
物
産
商
会
を
開
設
し
、

日
本
人
向
け
の
食
料
を
扱

う
支
店
を
バ
カ
ビ
ル
に
設

け
て
い
ま
す
。

『
和
歌
山
県
移
民
史
』

に
、「（
東
洋
物
産
商
会
の
）

支
店
勤
務
と
し
て
は
山
崎

源
作
、
中
原
洋
造
の
両
人

に
経
営
を
一
任
」
と
あ
り

ま
す
が
、
岩
﨑
家
に
届
い

た
山
崎
源
作
か
ら
の
年
賀

状
の
う
ち
、
明
治
二
十
四

年（
一
八
九
一
）の
み
ウ
ィ

ン
タ
ー
ズ
（
写
真
3
）、

同
二
十
七
年（
一
八
九
四
）

〜
三
十
七
年（
一
九
〇
四
）

に
届
い
た
五
通
の
消
印

は
、
い
ず
れ
も
「San　

Francisco

」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
普
段
は

桑
港
に
い
た
の
で
し
ょ
う
。

◇
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
本
屋
さ
ん

余
暇
の
娯
楽
と
し
て
、
ま
た
故
国
の
情
報
収

集
の
た
め
、
あ
る
い
は
実
用
的
な
教
育
や
修
学

を
目
的
と
し
て
、
北
米
日
系
移
民
の
あ
い
だ
で

は
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
新
聞
や
雑
誌
・
書
物

が
流
通
し
て
い
ま
し
た
。

な
か
で
も
、
桑
港
の
青
木
大
成
堂
は
、
愛

媛
県
出
身
の
青
木
道
嗣
が
、
明
治
三
十
五
年

（
一
九
〇
二
）
に
書
籍
文
房
具
店
を
設
立
し
た

の
が
は
じ
ま
り
で
、
出
版
業
も
兼
ね
て
い
ま
し

た
。
雑
誌
『
宇
宙
』
や
、
実
用
的
な
書
物
を
刊

行
す
る
か
た
わ
ら
、
絵
は
が
き
の
販
売
や
日
本

の
新
刊
物
の
取
次
ぎ
販
売
を
お
こ
な
い
、
店
は

繁
盛
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
う
し
て
、
順
調
に
発
展
を
遂
げ
て
い
た
日

本
人
移
民
と
桑
港
で
し
た
が
（
写
真
4
）、
明
治

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
四
月
十
八
日
早
朝
（
現

地
時
間
）、
大
地
震
に
襲
わ
れ
ま
す
。
市
街
地
で
は

多
く
の
建
物
が
倒
壊
、
そ
の
後
発
生
し
た
火
災
に

よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
時
、
青
木
大
成
堂
も
延
焼
し
ま
し
た
が
、

現
在
も
日
本
人
街
と
し
て
賑
わ
う
一
角
で
い
ち

早
く
再
開
。
震
災
の
翌
年
に
は
年
賀
状
を
発
行

し
て
お
り
（
写
真
5
）、
短
期
間
で
急
速
に
復

興
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
絵
は

が
き
の
左
奥
に
は
初
夢
の
縁
起
物
で
あ
る
富
士

山
、
そ
の
手
前
に
は
雄
大
に
広
が
る
太
平
洋
が

描
か
れ
、
年
始
の
め
で
た
い
雰
囲
気
を
演
出
し

て
い
ま
す
。

◇
伏
し
て
爾
後
の
愛
顧
を
祈
念

年
賀
状
の
文
面
は
、
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

り
あ
り
ま
せ
ん
。
お
お
よ
そ
、「
日
頃
の
疎
遠

を
謝
し
、
以
後
の
愛
顧
を
祈
念
す
る
」
と
い
っ

た
内
容
で
す
。
皆
様
も
ど
う
ぞ
、
良
き
新
年
を

お
迎
え
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　

�

（
砂
川
佳
子
）

12

4
3

1

1

25

25

2

10

3

1

スイスンシティスイスンシティ

 デイビス

プレザントン

87

431

1
ロサンゼルス

サンフランシスコ

シアトル

デトロイト
シカゴ

ロサンゼルス

サンフランシスコ

シアトル

デトロイト
シカゴ

図1　アメリカ各地とサンフランシスコ近郊図
都市名についた数字は岩﨑家に届いた年賀状の枚数

写真 4　震災前のサンフランシスコの
街並みの絵はがき

写真 5　青木大成堂の絵はがき 拡大

＊	

参
考
文
献
＊

	

・	

富
本
岩
雄
『
在
米
和
歌
山
県
人
発
展
史
』
一九一五
年

	

・	『
和
歌
山
県
移
民
史
』
一九
五
七
年

	

・		

日
比
嘉
高
「
北
米
日
系
移
民
と
日
本
書
店
―
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
を
中
心
に
―
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』	

20
号　

二
〇
〇
八
年
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平
成
二
十
九
年
度  

古
文
書
講
座
Ⅰ

七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
古
文
書
講
座
Ⅰ

を
開
催
し
ま
し
た
。

今
年
の
題
材
は
、
高
野
山
寺
領
で
あ
っ
た
現

紀
の
川
市
荒
見
の
紀
州
藩
地
士
北
家
に
伝
わ
っ

た
文
書
で
す
。
古
文
書
講
座
Ⅰ
で
は
、
そ
の
中

か
ら
、
異
国
船
の
到
来
や
天
誅
組
の
変
な
ど
、

幕
末
の
動
乱
の
中
で
北
家
が
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と
っ
た
の
か
、
高
野
山
寺
領
に
住
む
紀
州

藩
地
士
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
着
目
し
な
が
ら
、

遊
佐
教
寛
研
究
員
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま

し
た
。

各
回
の
講
座
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

「
入
門
」
に
は
、
延
べ
一
二
一
名
、「
初
級
・

中
級
」
に
は
、
延
べ
一
九
三
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
約
八
割
以
上
の
方
か
ら
「
興

味
深
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
の
回
答
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

「
入
門
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
住
ん
で
い
る
県
で
の
歴
史
に
触
れ
ら
れ
、
な

お
か
つ
く
ず
し
字
の
基
礎
も
学
べ
て
充
実
し
て

い
る
講
座
で
す
。
遊
佐
先
生
の
お
話
が
面
白
く

ひ
き
こ
ま
れ
ま
す
。

・
文
書
の
組
み
立
て
方

や
文
字
が
ど
う
し
て
そ

の
よ
う
な
形
で
書
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

が
少
し
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
た
。

・
紙
質
の
違
い
が
如
実

に
わ
か
る
展
示
を
し
て

い
た
だ
き
、
大
変
興
味

深
く
古
文
書
を
見
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

「
初
級
・
中
級
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
文
そ
の
も
の
も
だ
れ
が
だ
れ
に
話
し
て
い
る

か
と
か
、
敬
語
な
ど
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
を

説
明
し
て
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
し
、
歴
史
の
中

に
位
置
づ
け
て
解
説
さ
れ
た
の
で
お
も
し
ろ

か
っ
た
。
当
時
の
緊
迫
感
が
伝
わ
る
よ
う
に
話

し
て
下
さ
っ
て
、

と
て
も
興
味
深

か
っ
た
。

・
高
野
山
寺
領
の

こ
と
、
地
士
の

立
場
な
ど
わ
か

り
や
す
く
、
お

も
し
ろ
く
、
お

話
し
く
だ
さ
っ

て
当
時
の
風
景

が
目
前
に
ひ
ろ

が
る
様
で
し
た
。

高
野
山
寺
領
地
士
北
家
文
書
（
上
）

入
門

第
１
回	

最
初
よ
り
心
配
い
た
し

	

7
月
29
日
（
土
）

第
２
回	

御
用
の
儀
こ
れ
有
り

	

8
月
5
日
（
土
）

初
級
・
中
級

第
１
回	

貴
方
は
い
か
が
候
や

	

8
月
19
日
（
土
）

第
２
回	

舟
渡
し
小
屋
へ
向
け

	

8
月
26
日
（
土
）

第
３
回	

拠
よ
ん
ど
こ
ろ

無
く

	

9
月
2
日
（
土
）

第 50号（平成 29年 11 月発行）

■
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
50
号

平
成
29
年
11
月
30
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
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