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［写真］日高郡日高町津久野
右端手前の小山は『紀伊国名所図絵』にある「甲

かぶと
山」

左端が安永３年 (1774)６月23日に阿波国堂ノ浦清太兵衛船が破船した「ゑん崎」
［図］『紀伊国名所図会』後編巻 5 より「小

を
浦
うら

・津
つ

久
く

浦
うら

」
津久野は「津久ノ浦」、「ゑん崎」は「エジサキ」と書かれています（画面中央）
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◆◆
日
高
郡
津
久
野
浦

日
高
郡
日
高
町
津
久

野
は
、
山
に
囲
ま
れ
、

紀
伊
水
道
に
面
し
た
小

さ
な
入
り
江
で
す
。
か

つ
て
は
津
久
野
浦
と
呼

ば
れ
、
江
戸
時
代
に

入
っ
て
関
東
地
方
へ
の

鰯
網
漁
業
の
出
稼
ぎ
で

急
速
に
発
展
し
、
慶
長

六
年（
一
六
〇
一
）に
は

一
二
戸
で
あ
っ
た
の
が

正
徳
三
年（
一
七
一
三
）

に
は
四
八
戸
二
〇
九

人
ま
で
増
加
し
ま
し

た
。
そ
の
後
関
東
漁
業

の
不
振
と
と
も
に
減
少

し
、
隣
の
比
井
浦
で
発

展
し
た
廻
船
業
の
水か

主こ

稼
ぎ
な
ど
で
一
時
持
ち

直
し
ま
す
が
、
比
井
廻

船
の
衰
退
と
と
も
に
再

び
減
少
し
ま
す
。
明
治

以
降
も
海
外
移
民
な
ど

に
よ
っ
て
漸
次
減
少
し
、

現
在
、
住
家
は
二
軒
と

な
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
津
久
野

浦
に
は
延は
え

縄な
わ

漁
師
や
手て

繰ぐ
り

網
漁
師
な
ど
、
他
国

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
例
年
長
期
滞
在
し
、

出
稼
ぎ
の
根
拠
地
と
し
て
い
ま
し
た
（
据す
え

浦う
ら

と

い
い
ま
す
。）。
そ
の
中
に
は
、
全
国
に
先
進
的

な
一
本
釣
漁
法
を
広
め
た
こ
と
で
名
高
い
阿
波

国
堂
ノ
浦
と
北
泊
の
漁
師
た
ち
が
い
ま
し
た
。

彼
ら
阿
波
の
漁
師
た
ち
の
活
動
と
、
彼
ら
を

迎
え
入
れ
る
津
久
野
浦
の
人
た
ち
と
の
関
係
を
、

代
々
津
久
野
浦
の
庄
屋
な
ど
を
務
め
た
塩
崎
家

の
古
文
書
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

◆◆
阿
州
堂
ノ
浦
・
北
泊
の
釣
漁
師

阿
州
堂
ノ
浦
・
北
泊
は
、
う
ず
潮
で
有
名

な
鳴
門
海
峡
に
ほ
ど
近
い
小
鳴
門
海
峡
に
面

し
た
漁
村
で
す
（
現
徳
島
県
鳴
門
市
瀬
戸
町
堂

浦
・
北
泊
）。
最
寄
の
漁
場
は
鳴
門
海
峡
で
あ
り
、

潮
流
が
早
い
た
め
網
漁
や
延
縄
漁
に
は
向
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
漁
師
た
ち
は
、
カ
ン
コ
船
と
呼

ば
れ
る
、
小
回
り
が
き
く
三
枚
板
の
小
舟
に
乗

り
、
一
本
釣
の
技
を
磨
き
ま
し
た
。
現
在
で
は

一
般
的
な
、
釣
針
の
近
く
に
錘お
も
り

を
付
け
て
釣
糸

が
早
く
海
底
に
達
す
る
よ
う
に
し
て
、
錘
が
着

底
す
る
と
若
干
引
き
上
げ
て
上
下
さ
せ
る
「
下

げ
釣
」漁
法
は
、
彼
ら
が
広
め
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

一
本
釣
は
漁
獲
量
が
限
ら
れ
る
た
め
に
高
値

で
取
引
さ
れ
る
魚
を
獲
物
と
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
春
先
に
釣
れ
る
鳴
門
の「
桜
鯛
」は
昔

か
ら
有
名
で
、
ま
た
一
本
釣
の
魚
は
活
き
が
良

く
、
生
き
た
ま
ま
大
坂
ま
で
運
べ
る
の
で
高
値

で
売
れ
ま
し
た
。
大
坂
の
発
展
に
よ
り
魚
の
消

費
量
が
増
え
る
と
と
も
に
、
船
の
胴ど
う

の
間ま

に
穴

を
あ
け
生い
け
す簀
に
し
た
生
ケ
船
が
発
明
さ
れ
て
活

魚
運
搬
技
術
が
発
達
す
る
と
、
彼
ら
は
よ
り
遠

く
ま
で
高
級
魚
を
求
め
て
行
き
ま
す
。

◆◆
テ
グ
ス

堂
ノ
浦
漁
師
が
も
た
ら
し
た
釣
漁
法
の
発
明

の
一
つ
に
、
テ
グ
ス
の
導
入
が
あ
り
ま
す
。
テ

グ
ス
は
、
現
在
で
は
釣
糸
全
般
の
こ
と
を
い
い

ま
す
が
、
も
と
は
楓ふ
う

蚕さ
ん

な
ど
と
呼
ば
れ
る
虫
か

ら
作
ら
れ
る
糸
の
こ
と
で
す
。
中
国
か
ら
の
輸

入
薬
の
包
装
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
を
江
戸
時

代
は
じ
め
頃
に
堂
ノ
浦
漁
師
が
見
付
け
、
半
透

明
で
弾
力
が
あ
る
こ
と
か
ら
釣
糸
と
し
て
用
い
、

目
覚
し
い
釣
果
を
上
げ
ま
し
た
。

堂
ノ
浦
の
漁
師
た
ち
は
、
先
進
的
漁
法
と
と

も
に
テ
グ
ス
を
携
え
、
瀬
戸
内
海
を
中
心
に
西

日
本
全
国
に
出
稼
ぎ
し
、
あ
る
場
所
で
は
そ
の

ま
ま
定
住
し
、
ま
た
あ
る
場
所
で
は
土
地
の

人
に
釣
漁
法
を
伝
授
し
て
い
き
ま
し
た
。
た
と

え
ば
、
イ
カ
で
有
名
な
佐
賀
県
呼
子
は
彼
ら
の

移
住
に
よ
っ
て
発
展
し
た
漁
村
で
す
し
、
和
歌

山
県
で
は
、
雑
賀
崎（
和
歌
山
市
）の
一
本
釣
も
、

江
戸
時
代
中
期
に
堂
ノ
浦
漁
師
か
ら
鰆さ
わ
ら

釣
漁
法

を
習
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
津
久
野
浦
に
や
っ
て
き
た
漁
師
た
ち
も
、

き
っ
と
テ
グ
ス
を
用
い
た
は
ず
で
す
。

◆◆
津
久
野
浦
へ
の
入
漁

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、
堂
ノ
浦
直じ
き

船
頭

（
船
の
所
有
者
が
船
頭
も
務
め
る
こ
と
）山
屋
清

太
兵
衛
の
生
魚
生
ケ
舟
が
強
風
に
煽
ら
れ
、
津

久
野
浦
内
の
荒
磯
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
破
船
し

た
際
の
記
録
が
あ
り
ま
す
（
塩
崎
家
文
書
資
料

五
二
〇
。以
下
の
資
料
番
号
は
全
て
同
家
文
書
）。

「
六
月
の
土
用
を
迎
え
て
か
ら
南
風
が
段
々

強
ま
っ
て
二
十
三
日
に
は
大
時し

化け

と
な
り
、
湾

内
に
碇
泊
し
て
い
た
山
屋
の
船
が
破
船
し
た
。

漁
船
は
朝
の
う
ち
に
浜
へ
引
き
上
げ
て
お
い
た

の
で
無
事
で
あ
っ
た
。」な
ど
と
あ
り
、
次
の
よ

う
な
内
容
の
、
清
太
兵
衛
た
ち
か
ら
の
口
書
を

写
し
て
い
ま
す
。

第 39号（平成 26年 3月発行）

堂浦のカンコ船（重要有形民俗文化財）
昭和時代のものですが、構造は江戸時代のものと変わり
ません。堂浦・北泊の漁師は、この小舟でどこまでも釣
りに行ったそうです。（瀬戸内海歴史民俗資料館提供）

テグス
これは「荒テグス」というもので、こ
れを磨き、太さを均一にして釣糸にし
ました。（徳島県立博物館提供）

資料 520「安永三年午六月廿三日大風波
ニ付ゑん崎ニ而阿州堂野浦山屋清太兵衛
舟破船ニ付船頭水主口書ひかへ」 (1774)

表　津久野浦の戸数・人口推移

＊人口は８才以上　　　　　　　　　　　　　磯崎てるみ「近世中後期、紀州浦方小村落の経済構造」（『和歌山地方史研究』第 3号）より

年代 慶長６ 延宝６ 正徳３ 寛保元 寛延元 宝暦元 安永２ 寛政11 享和元 天保７ 天保10 慶応元 明治６
(西暦 ) (1601) (1678) (1713) (1741) (1748) (1751) (1773) (1799) (1801) (1836) (1839) (1865) (1873)
戸数 12 30 48 39 37 38 34 43 41 43 42 31 31
人口 132 209 155 146 150 150 147 156 124 124

日
高
郡
津
久
野
浦
に
来
た
阿
波
の
釣
漁
師
た
ち

2
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堂
ノ
浦
直
船
頭
清
太
兵
衛
の
「
生
魚
生
ケ

舟
」六
反
帆
四
人
乗
は
、
当
年
四
月
か
ら
「
下

ケ
釣
仕
入
漁
舟
」一
四
艘
を
引
い
て
、
当
浦

へ
漁
稼
ぎ
に
来
て
お
り
、
船
掛
か
り
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
昨
二
十
三
日
に
風
波
が
強
く
な

り
、
五
頭
下
ろ
し
て
い
た
碇
の
う
ち
四
頭
の

綱
が
切
れ
、
当
浦
内
の
「
ゑ
ん
崎
」と
い
う
荒

磯
に
打
ち
上
げ
、「
く
だ
く
だ
」に
な
り
ま
し

た
。
庄
屋
・
肝
煎
衆
や
当
浦
に
止
宿
し
て
い

る
「
私
共
仕
入
漁
舟
乗
組
之
者
共
」が
残
ら
ず

出
て
く
だ
さ
り
、
助
か
り
ま
し
た
。
大
庄
屋

衆
も
お
越
し
に
な
り
、
次
第
を
お
尋
ね
に
な

り
ま
し
た
。「
御
介
抱
」い
た
だ
き
、
不
自
由

な
こ
と
は
な
く
、
か
た
じ
け
な
く
存
じ
ま
す
。

私
共
は
、「
親
代
々
」八
、九
〇
年
も
毎
年

春
夏
に
漁
稼
ぎ
に
来
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

「
私
仕
入
之
船
」も
当
浦
に
多
く
滞
在
中
で
、

来
る
七
月
初
め
に
は
例
年
ど

お
り
国
元
へ
帰
り
ま
す
の
で
、

（
破
船
し
た
船
に
乗
っ
て
い

た
）私
共
も
、
そ
の
時
ま
で

こ
の
ま
ま
逗
留
し
、
稼
が
せ

て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
彼

ら
は
貞
享
・
元
禄（
一
六
八
四

～
一
七
〇
三
）の
頃
か
ら
代
々
、

毎
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
津
久

野
浦
に
入
漁
し
、
据
浦
し
て
き

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

商
人
と
思
し
き
清
太
兵
衛
は
、

生
ケ
舟
に「
下
ケ
釣
仕
入
漁
舟
」

の
カ
ン
コ
船
一
四
艘
を
連
結
し

（
舫も
や

い
）、
曳
航
し
て
阿
波
か
ら

や
っ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
。

清
太
兵
衛
の
よ
う
に
生
ケ
舟

を
持
ち
、「
仕
入
漁
舟
」を
引
き
連
れ
る
者
は

シ
ョ
ウ
ヌ
シ（
商
主
）な
ど
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

シ
ョ
ウ
ヌ
シ
は
漁
師
に
出
資
し
、
そ
の
見
返
り

に
漁
師
が
釣
っ
た
魚
を
仕
入
れ
る
権
利
を
得
ま

し
た
。
魚
は
生
ケ
舟
で
生
か
し
て
お
き
、
こ
ろ

あ
い
を
見
計
ら
っ
て
大
坂
や
和
歌
山
な
ど
に
売

り
に
行
く
か
、
あ
る
い
は
買
い
に
来
る
出
買
船

に
売
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

漁
船
は
朝
の
う
ち
に
陸
上
げ
し
て
無
事
だ
っ

た
の
に
、
生
ケ
舟
は
そ
う
し
て
い
な
か
っ
た
の

は
、
既
に
生
簀
に
い
く
ら
か
の
魚
が
あ
り
、
船

を
陸
上
げ
し
て
魚
を
死
な
せ
、
値
が
下
が
る
の

を
惜
し
ん
だ
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
彼
ら
の
入
漁
の
様
子
は
幕
末

ま
で
文
書
で
確
認
で
き
ま
す
が
、
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）に
は
、
津
久
野
浦
と
比
井
浦
合
わ

せ
て
七
〇
艘
も
の
入
漁
・
据
浦
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す（
資
料
一
）。

◆◆
な
ぜ
、
津
久
野
浦
に
？

で
は
、
な
ぜ
、
多
く
の
漁
師
た
ち
が
津
久
野

浦
を
出
稼
ぎ
の
拠
点
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
近
く
に「
良
い
漁
場
」が
あ
っ
た
こ
と
、

漁
師
に
と
っ
て
津
久
野
浦
が
「
歓
迎
さ
れ
る
環

境
」で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

◆◆

１　
良
い
漁
場

「
良
い
漁
場
」と
は
、
ど
の
よ
う
な
所
で
し
ょ

う
か
。
ま
ず
、
彼
ら
の
持
つ
技
術
に
マ
ッ
チ
し

た
漁
場
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
文
書

か
ら
分
か
る
限
り
、
彼
ら
は
津
久
野
浦
の
沖
合

や
日
ノ
岬
沖
な
ど
で
釣
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

日
ノ
岬
沖
は
潮
の
流
れ
が
速
く
て
有
名
で
す
か

ら
、
彼
ら
の
持
つ
技
術
が
発
揮
で
き
、
ま
た
彼

ら
に
ふ
さ
わ
し
い
魚
が
掛
か
る
場
所
で
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

釣
の
場
合
に
は
、
餌
の
入
手
が
し
や
す
い
こ

と
も
重
要
で
す
。
彼
ら
は
カ
ン
コ
船
に
小
網
を

積
み
込
ん
で
お
り
、
小
エ
ビ
な
ど
を
曳
い
て
餌

に
し
た
よ
う
で
す
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

津
久
野
浦
沖
で
餌
の
入
手
が
難
し
く
な
る
と
、

他
所
で
据
浦
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
場
合
も
生

じ
て
き
ま
す
。

次
に
、
地
元
に
競
合
す
る
漁
師
が
い
な
い
か
、

少
な
い
こ
と
も
重
要
で
す
。
津
久
野
浦
に
は
、

彼
ら
が
入
漁
し
は
じ
め
た
頃
に
は
、
釣
漁
師
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
競
合
相
手
が
い
な
け
れ
ば
、

ト
ラ
ブ
ル
な
く
入
漁
で
き
ま
す
。

ま
た
、
消
費
地
に
近
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
釣
魚
は
鮮
度
が
命
で
す
。
津
久
野
浦
は
大

坂
や
和
歌
山
な
ど
の
大
都
市
に
比
較
的
近
い
場

所
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
生
ケ
船
が
あ
れ
ば
、

熊
野
な
ど
相
当
遠
い
所
か
ら
活
魚
を
運
ぶ
こ
と

は
で
き
ま
す
が
、
魚
の「
活
き
」、
そ
れ
か
ら
輸

送
の
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、
消
費
地
に
近
い
方

が
よ
り
有
利
な
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

◆◆

２　
歓
迎
さ
れ
る
環
境

も
と
も
と
紀
州
藩
で
は
、
入
漁
者
の
宿
代
や

入
漁
料
の
収
入
に
よ
っ
て
浦
が
潤
う
と
し
て
、

国
内
外
か
ら
の
入
漁
者
の
据
浦
を
奨
励
し
て
い

ま
し
た（
資
料
四
一
〇
。『
和
歌
山
県
史
近
世
史

料
三
』一
六
七
頁
）。

ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
、
津
久
野
浦
に

は
、
よ
り
積
極
的
に
入
漁
者
を
受
け
入
れ
ざ
る

を
得
な
い
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）、
津
久
野
浦
の
庄
屋
、
肝
煎
、
頭

百
姓
以
下
三
九
名
が
連
印
し
た
次
の
よ
う
な
内

容
の
文
書（
資
料
四
一
四
。『
県
史
近
世
史
料
五
』

四
八
四
頁
）が
あ
り
ま
す
。

一
六
、七
年
前
か
ら
関
東
出
漁
が
不
漁

と
な
り
、
藩
へ
の
御
役
金
は
滞
り
、
ま
た

帰
国
し
な
く
な
っ
た
者
も
あ
り
、
か
つ
て

五
七
、八
軒
あ
っ
た
家
は
三
二
、三
軒
ま
で
減

少
し
、
藩
の
御
役
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る

人
数
も
な
く
な
っ
て
き
た
。
田
畑
も
少
な
く
、

地
元
で
漁
を
す
る
者
も
い
な
い
。
古
来
他
国

か
ら
釣
漁
師
が
春
夏
に
据
浦
し
て
い
る
が
、

彼
ら
か
ら
技
術
を
習
得
し
た
者
も
い
な
い
の

で
甚
だ
困
窮
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
他
国
者
を
留
め
る
こ
と
は
国
法

に
背
く
こ
と
で
あ
る
が
、
長
年
入
漁
し
て

い
る
釣
漁
師
（
つ
ま
り
堂
ノ
浦
・
北
泊
の
漁

師
）の
中
に
は
村
の
女
性
と
な
じ
み
に
な
っ

て
い
る
者
も
い
る
の
で
、
こ
の「
内
縁
」を
黙

認
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
浦
に「
足
留
メ
」さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
軒
で
も
家
が
存
続
し
、

段
々
と
親
類
が
増
え
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な

る
。
ま
た
、
彼
ら
か
ら
釣
漁
を
習
得
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
家
職
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
れ
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ば
、
少
し
で
も
御
役
金
が
上
納
し
や
す
く
な

る
の
で
、
何
と
か
内
縁
と
引
留
め
を
黙
認
し

て
も
ら
い
た
い
。

こ
の
よ
う
な
、
積
極
的
に
入
漁
者
を
受
け
入

れ
、
引
き
留
め
ざ
る
を
得
な
い
津
久
野
浦
の
状

況
が
、
堂
ノ
浦
・
北
泊
漁
師
の
入
漁
を
促
し
た

と
い
え
ま
し
ょ
う
。
漁
師
を
引
き
留
め
、
こ
こ

で
生
活
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
糧

を
、
漁
師
の
技
術
を
習
得
す
る
に
よ
っ
て
将
来

の
糧
を
、
そ
れ
ぞ
れ
得
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
後
、
津
久
野
浦
で
は
少
し
ず
つ
釣
漁
師

が
出
て
、「
廻
船
稼
ぎ
と
釣
漁
の
浦
」と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

◆◆
入
漁
生
活

入
漁
者
の「
据
浦
」生
活
は
、
一
体
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

堂
ノ
浦
・
北
泊
漁
師
は
、
先
述
し
た
よ
う
に

シ
ョ
ウ
ヌ
シ
に
率
い
ら
れ
て
毎
年
や
っ
て
来
ま

す
。
そ
し
て
津
久
野
浦
と
、
隣
接
す
る
比
井

浦
・
唐
子
浦
に
分
散
し
て
船
掛
か
り
し
、
い
く

ら
か
宿
賃
を
払
っ
て
各
浦
の「
宿
」に
宿
泊
し
ま

す
。
宿
賃
は
、
津
久
野
浦
住
人
に
と
っ
て
貴
重

な
収
入
源
で
し
た
。
排
泄
物
な
ど
も
、
畑
の
肥

や
し
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
お
、「
宿
」

は
、
彼
ら
の
身
元
引
受
人
に
も
な
り
ま
す
。

津
久
野
浦
で
は
、
庄
屋
で
あ
り
、
商
人
で
も

あ
る
塩
崎
家
が
藩
か
ら
特
別
に
許
可
を
も
ら
い
、

他
国
漁
師
に
提
供
す
る
た
め
に
酒
を
仕
入
れ
、

販
売
し
て
い
ま
し
た（
資
料
三
六
九
。『
県
史
近

世
史
料
五
』四
八
八
頁
）。
ま
た
、
堂
ノ
浦
漁
師

に「
松
」を
販
売
し
た
記
録
も
あ
り
ま
す（
資
料

三
八
一
）。
松
葉
の
こ
と
で
、
船
底
を
焼
い
て

消
毒
す
る「
船
た
で
」に
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。

彼
ら
は
、
カ
ン
コ
船
一
艘
に
三
人
か
、
せ
い

ぜ
い
四
人
乗
っ
て
操
業
し
た
よ
う
で
す
。
釣
っ

た
魚
は
生
ケ
船
を
持
つ
シ
ョ
ウ
ヌ
シ
に
売
り
ま

す
。
紀
州
藩
内
の
多
く
の
浦
方
に
あ
っ
た
「
御

口
前
所
」と
い
う
役
所
は
、
魚
な
ど
の
流
通
税

で
あ
る
二
分
口
銀
を
徴
収
し
ま
す
が
、
津
久
野

浦
の
御
口
前
所
の
運
営
は
、
塩
崎
家
が
藩
に
一

定
額
を
上
納
し
て
請
け
負
っ
て
い
ま
し
た
。
二

分
口
銀
は
、
本
来
全
て
の
漁
獲
物
に
つ
い
て
課

税
・
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
塩
崎

家
は
、
ど
う
や
ら
裁
量
で
こ
れ
を
あ
る
程
度
見

逃
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
も
、
津
久

野
浦
で
の
据
浦
を
促
し
た
一
因
で
し
ょ
う
。

漁
師
た
ち
は
、
シ
ョ
ウ
ヌ
シ
と
の
取
決
め
の

な
い
季
節
に
は
、
自
由
に
操
業
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
場
合
で
も
、
モ
ヤ
イ

で（
数
艘
で
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
）操
業
し
ま
し

た
。
た
だ
し
、
据
浦
は
い
つ
も
の
浦
で
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
シ
ョ
ウ
ヌ
シ
か
ら

は
自
由
で
あ
っ
て
も
、
先
に
述
べ
た
税
制
上
の

優
遇
や
、
時
に
は
塩
崎
家
か
ら
借
銀
な
ど
も
し

て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
据

浦
近
く
で
不
漁
に
な
っ
た
り
、
遠
く
に
好
漁
場

を
見
付
け
た
り
し
て
も
、
据
浦
を
替
え
る
「
浦

替
」は
簡
単
に
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆◆
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
動
向

文
化
四
年（
一
八
〇
七
）、
津
久
野
浦
沖
よ
り

南
の
海
域
に
好
漁
場
を
見
付
け
た
堂
ノ
浦
の
漁

師
が
、
例
年
の
宿
に
据
浦
せ
ず
、「
抜
釣
」し
て

い
る
の
が
見
付
か
り
、
詫
び
状
を
出
し
て
い
ま

す（
資
料
二
）。

そ
の
二
〇
年
後
の
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）、

津
久
野
・
比
井
・
唐
子
の
三
浦
の
庄
屋
・
肝
煎

と「
宿
総
代
」が
連
名
で
大
庄
屋
宛
て
に
願
書
を

出
し
て
い
ま
す
。（
資
料
三
九
七
の
う
ち
、「
文

政
十
年
御
用
達
控
」）。

堂
ノ
浦
・
北
泊
の
釣
漁
師
が
三
ケ
浦
で
漁

稼
ぎ
を
す
る
こ
と
は
、
宿
泊
料
や
、
彼
ら
向

け
の
商
売
も
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
浦
に
と
っ

て
助
け
に
な
る
こ
と
で
す
。

釣
漁
の
餌
に
す
る
小
エ
ビ
は
、
三
ケ
浦
の

沖
で
彼
ら
が
小
網
で
捕
っ
て
い
ま
し
た
が
、

先
年
か
ら
、
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
は

当
地
で
全
く
捕
れ
な
く
な
り
、
や
む
な
く
、

昔
か
ら
捕
っ
て
き
た
場
所
で
あ
る
由
良
湊
内

で
捕
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
七
、八
年
前
か
ら
神
谷
浦
の
者

が
入
漁
を
拒
ん
で
漁
船
を
引
き
上
げ
た
り
し

ま
し
た
。
最
初
は
話
し
合
い
で
解
決
し
て

い
ま
し
た
が
、
四
、五
年
前
か
ら
は
神
谷
浦

に
据
浦
し
な
け
れ
ば
網
を
曳
か
せ
な
く
な
り
、

や
む
な
く
モ
ヤ
イ
の
う
ち
一
艘
だ
け
を
神
谷

浦
に
据
浦
さ
せ
、
曳
い
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
去
年
は
、
据
浦
し
な
い
者
に

は
一
艘
た
り
と
も
網
を
曳
か
せ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
七
月
末
か
ら
九
月
ま

で
の
間
、
全
て
の
漁
師
が
神
谷
浦
に
据
浦
し

て
し
ま
い
、
三
ケ
浦
の
宿
や
漁
師
と
の
小
商

い
を
し
て
い
る
者
は
難
儀
し
て
お
り
ま
す
。

漁
師
た
ち
は
昔
か
ら
三
ケ
浦
で
据
浦
し
て

お
り
、
不
漁
で
難
渋
し
て
い
る
漁
師
な
ど
に

は「
仕
出
銀
」な
ど
も
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

外
浦
へ
据
浦
さ
れ
て
は
甚
だ
難
儀
で
す
。
何

卒
、「
御
上
之
御
威
光
を
以
」っ
て
、
昔
か
ら

の
仕
来
り
ど
お
り
、
三
ケ
浦
に
据
浦
す
る
こ

と
の
障
り
を
な
く
し
、
由
良
湊
内
で
の
餌
漁

を
拒
ま
せ
な
い
よ
う
、
仰
せ
付
け
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

神
谷
浦
に
据
浦
し
な
け
れ
ば
餌
が
取
れ
な
い

の
で
、
漁
師
た
ち
は「
浦
替
」せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
す
。

古
来
の
仕
来
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
据
浦

の
漁
場
や
沖
合
で
餌
や
魚
が
捕
れ
な
く
な
っ
た

り
、
あ
る
い
は
よ
り
条
件
の
良
い
場
所
が
他
に

現
れ
た
り
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な「
外
圧
」を
契

機
に
据
浦
す
る
場
と
し
て
の
優
位
性
が
失
わ
れ

て
く
る
の
で
し
た
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
文
書
（
資
料

三
九
七
の
う
ち
、「
慶
応
弐
年
御
用
達
控
」）に
、

不
漁
と
諸
物
価
高
騰
の
た
め
に
他
所
か
ら
の
釣

漁
師
の
据
浦
が
近
年
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と

の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
は
、
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）に
北
泊
に
嫁
入
り
し
た
女
性
が
い

る
こ
と
が
分
か
る
（
資
料
一
八
八
）ほ
か
に
は
、

津
久
野
浦
で
の
堂
ノ
浦
・
北
泊
漁
師
の
足
跡
を

伝
え
る
文
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
に
な
り
、「
据
浦
」の
縛
り
が
な
く
な
っ

て
、
彼
ら
は
よ
り
良
い
漁
場
の
近
く
に
拠
点
を

移
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
明
治
六
年
、
津
久
野
浦
に
は
釣

漁
師
が
一
五
名
い
ま
し
た
（
資
料
三
九
七
の
う

ち
、「
明
治
五
年
申
年
よ
り
明
治
八
年
御
用
達

控
」）。
こ
の
漁
師
た
ち
は
、
か
つ
て
阿
波
の

漁
師
た
ち
が
技
術
を
教
え
た
人
た
ち
の
子
孫

で
す
。
阿
波
の
漁
師
の
血
を
引
く
者
も
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
（
藤
隆
宏
）

＊
参
考
文
献

磯
崎
て
る
み「
近
世
中
後
期
、
紀
州
浦
方
小
村

落
の
経
済
構
造
」

宮
本
常
一『
海
に
生
き
る
人
び
と
』

日
本
常
民
文
化
研
究
所『
日
本
水
産
史
』

『
和
歌
山
縣
海
草
郡
誌
』

瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館『
瀬
戸
内
海
及
び

周
辺
地
域
の
漁
撈
用
具
と
習
俗
』

塩
崎
昇『
塩
崎
家
文
書
一
・
二
』
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明
治
時
代
に
発
行
さ
れ
た
新
聞
か
ら
、
そ
こ

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
広
告
を
と
り
あ
げ
、
展
示

し
ま
し
た
。

明
治
に
生
き
た
私
た
ち
の
ご
先
祖
様
た
ち
が
、

暮
ら
し
の
中
で
日
々
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
新

聞
広
告
の
一
部
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

時
代
の
最
先
端
を
行
く
も
の
か
ら
、「
え
？

こ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
」と
び
っ
く
り
！

す
る
も
の
を
抜
粋
し
ま
し
た
。

今
日
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
相
当
に
不
可

解
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し
い
技
術
や
知

識
を
臆
す
る
こ
と
な
く
吸
収
し
て
い
っ
た
明
治

と
い
う
時
代
の
風
潮
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

  

最
先
端
技
術
で
す

広
告
１
は
、「
煮
炊
厨
炉
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
の
コ
ン
ロ
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

当
時
は
台
所
に
備
え
付
の
か
ま
ど（
へ
っ
つ
い

さ
ん
）が
主
流
で
し
た
が
、
燃
料
に
薪ま
き

を
使
っ
て

い
た
た
め
天
井
が
煤す
す

や
煙
な
ど
で
汚
れ
た
り
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
「
煮
炊
厨
炉
」

に
取
り
か
え
れ
ば
、
木
炭
を
使
う
の
で
、「
家
ノ

燻く
す
ぶ

リ
又
ハ
煤ば
い

灰か
い

ヲ
點て
ん

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」、
と
な

り
、
ま
た
熱
効
率
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、「
飯

ヲ
炊
ク
ニ
幾
升
ニ
テ
モ
十
五
分
間
乃な
い
し至
廿
分
間

ニ
テ
足
レ
リ
、
且
不ふ

熟じ
ゅ
く

ノ
憂う
れ

ヒ
ナ
ク
其そ
の
あ
じ味

頗す
こ
ぶ

ル

美
ナ
リ
」と
、
そ
の
効
果
を
売
り
込
ん
で
い
ま

す
。
さ
ら
に
燃
料
費
の
節
約
に
も
な
る
こ
と
を

従
来
の「
改
良
釜
」と
具
体
的
な
数
字
で
比
較
し
、

さ
ら
に
は
「
炉
ノ
効
要
及
経
済
上
ノ
比
例
右
之

通
ニ
御ご
ざ
そ
う
ろ
う（
に
）つ
き

座
候
付
御
試
験
御ご
し
ょ
も
う

所
望
之
諸
君
御
一
報

被く
だ
さ
れ
そ
う
ら
わ

下
候
ハ
早
速
持
参
御
説
明
可も
う
す
べ
く申
候
」と
、
何
と

も
熱
の
入
っ
た
宣
伝
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

広
告
２
は
蓄
音
機
で
す
。
蓄
音
機
は
エ
ジ
ソ

ン
に
よ
っ
て
一
八
七
七
年（
明
治
十
年
）に
発
明

さ
れ
、
日
本
へ
商
品
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
の
は

一
八
九
六
年（
明
治
二
十
九
年
）頃
で
し
た
。

広
告
に
あ
る
蓄
音
機
の
動
力
は
バ
ネ
式
で
す

が
、
音
を
再
生
す
る
レ
コ
ー
ド
の
部
分
が
筒
型

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
普
及
し
た
円
盤
式

よ
り
古
い
型
と
み
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら

「
蓄
音
器
新
工
夫
一
大
進
歩
の
至
急
広
告
」と

大
々
的
に
広
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

劇
場
の
よ
う
な
場
所
で
お
披
露
目
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
一
般
家
庭
に

普
及
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
価
格
は
三
種
類
で
、
甲
種
で
六
拾
円
と
あ

り
ま
す
。
当
時
は
郵
便
は
が
き
が
一
枚
一
銭
五

厘
、
封
書
は
三
銭（
四
匁
ご
と
）で
し
た
。

広
告
３
は
、
簡
易
型
の
噴
水
で
し
ょ
う
か
？

広
告
文
に
よ
る
と「
軽け
い
べ
ん便

瀑ば
く
ふ布

」と
あ
り
ま
す
。

暑
い
夏
に
使
用
す
れ
ば
「
爆ば
く
す
い水
轟ご
う

然ぜ
ん

と
し

て
奮ふ
ん
び飛

昇し
ょ
う
と
う騰

し
。
散さ
ん

じ
て
細さ
い

霧む

を
生
じ
清せ
い
ふ
う風

颯さ
っ
さ
つ々

」と
な
り
、「
全
身
の
爽そ
う
り
ょ
う涼
言
ふ
べ
か
ら
ず
」

と
涼
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
す

が
、
あ
く
ま
で
も
、「
室
内
用
」で
あ
る
こ
と
に

驚
き
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。　
　
　
（
松
島
由
佳
）
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（
広
告
文
）
専
売
特
許
煮
炊
厨
炉
広
告
（
中
略
）

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

火
焔
散
逸
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
火
災
ノ
憂
ナ
シ

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

薪
材
ヲ
要
ゼ
ザ
ル
故
ニ
家
ノ
燻
リ
又
ハ
煤

	

灰
ヲ
點
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

飯
ヲ
炊
ク
ニ
幾
升
ニ
テ
モ
十
五
分
間
乃
至

	

廿
分
間
ニ
テ
足
レ
リ
且
不
熟
ノ
憂
ヒ
ナ
ク

	

其
味
頗
ル
美
ナ
リ

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

飯
ニ
不
限
何
成
共
煮
焼
自
由
ニ
シ
テ
且
持

	

運
ニ
至
極
便
利
ナ
リ

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

釜
鍋
ハ
是
迄
御
使
用
ノ
者
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
得

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

場
所
ヲ
取
ラ
ズ
且
従
来
ノ
薪
材
ノ
置
場
ハ

	

他
事
ニ
使
用
ス
ル
ヲ
得

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

炊
煮
ノ
時
間
内
ニ
他
ノ
仕
事
カ
出
来
ル

厨
炉
ノ
効
要
ハ	

木
炭
ヲ
使
用
シ
テ
旧
法
薪
材
ノ
三
分
ノ
二

	

以
上
ノ
利
益
ア
リ

　
　
　
　
経
済
比
例
（
人
口
七
八
人
ノ
家
内
）

　
従
来
ノ
改
良
釜
一
日
分
平
均
　
　
厨
炉
一
日
分
平
均

　
薪
材
二
貫
目
此
代
三
銭
　
　
　
　
木
炭
三
百
目
此
代
九
厘

　
　
此
三
六
五
日
分
金
拾
壱
円
　
此
三
六
五
日
分
金
三
円
三
拾
銭

　
　
　
　
差
引
七
円
七
拾
錢
ノ
利
益

但
木
炭
ハ
三
銭
ノ
阿
波
炭
ヲ
用
ヒ
薪
材
ハ
壱
貫
目
壱
銭
五
厘
ノ
小
割

木
ヲ
用
ヒ
テ
試
験
セ
リ

炉
ノ
効
要
及
経
済
上
ノ
比
例
右
之
通
ニ
御
座
候
付
御
試
験
御
所
望
之

諸
君
御
一
報
被
下
候
ハ
早
速
持
参
御
説
明
可
申
候
（
以
下
略
）

（
広
告
文
）

蓄
音
機
新
工
夫
一

大
進
歩
の
至
急
広
告

蓄
音
機
は
更
に
新
工
夫
を
加
へ
て
一
大
進
歩
を
為
し
目
下
其
品
漸
く
本
堂
に

着
荷
し
た
り
●
従
来
の
蓄
音
機
に
比
ぶ
れ
ば
其
特
色
の
要
点
は
左
の
如
し

（
蓄
音
機
の
図
）

●
音
声
非
常
に
高
朗
に
し
て
従
前
の
如
く
低
声
に
あ
ら
ず

●
喇
叭
ハ
ニ
ッ
ケ
ル
鍍
な
れ
ば
少
し
も
音
声
を
案
ず
る
事
な
し

●
機
械
の
要
部
に
塵
除
を
附
け
た
れ
バ
塵
埃
の
入
る
憂
な
し

●
蝋
管
の
製
造
ハ
従
前
に
比
ぶ
れ
バ
堅
硬
に
し
て
肉
厚
し
故
に
如
何
な
る
炎

暑
に
て
も
溶
解
す
る
こ
と
な
く
志
か
も
永
遠
に
保
存
し
て
変
調
す
る
事
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
種
　
金
六
拾
円

　
　
　
　
価
格
ハ
　
　
乙
種
　
金
四
拾
八
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丙
種
　
金
三
拾
八
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
市
外
　
送
料
金
五
十
銭

　
新
工
夫
一
大
進
歩
の
蓄
音
機
第
一
着
荷
ハ
員
数
に
限
り
あ
り
を
以
て
御
望

の
紳
士
閣
秀
早
々
御
来
需
あ
そ
ば
さ
れ
度
後
れ
て
ハ
人
手
に
渡
る
べ
く
候

早
々
頓
首	（

広
告
文
）
◎
暑
し
ら
ず=

夏
わ
す
れ
●

炎
帝
威
を
逞
ふ
し
、
身
は
釜
中
に
在
る
が
如
く
。
恰
も
蒸
す
に
似

た
り
、
此
時
に
際
し
本
器
を
室
内
に
置
か
ば
、
巧
妙
な
る
機
械
の

装
置
に
よ
り
。
爆
水
轟
然
と
し
て
奮
飛
昇
騰
し
。
散
じ
て
細
霧
を

生
じ
清
風
颯
々
と
し
て
来
り
、
満
室
頓
に
冷
を
感
じ
、
全
身
の
爽

涼
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
実
に
是
れ
当
代
の
好
具
、
夏
時
必
須
の
要
器
。

全
部
金
属
製
外
部
黒
漆
塗
金
蒔
絵
頗
美
麗
高
尚
室
内
装

飾
適
当
●
正
価
甲
号
壹
円
五
十
銭
●
乙
号
壹
円
●
荷
造

費
送
料
共
各
壹
個
ニ
付
金
参
拾
銭
為
替
高
槻
局
宛
●
取

次
販
売
望
の
方
は
至
急
御
申
込
み
を
乞

明
治
の 

新
聞
広
告

び
�
く
り
！

｝
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平
成
二
十
五
年
度
に
当
館
が
寄
贈
・
寄
託
に

よ
っ
て
新
収
し
た
古
文
書
の
概
要
を
紹
介
し
ま

す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
番
号
付

け
、
目
録
作
り
、
複
製
物
作
成
な
ど
、
皆
様
に

ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
の
整
理
を
進
め
て
い
き

ま
す
。
な
お
、
整
理
中
の
文
書
は
、
出
納
に
時

間
が
か
か
っ
た
り
、
ご
利
用
に
な
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前

に
当
館
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

海
部
郡
和
歌
村
役
場

「
蠣
海
苔
及
漁
業
其
他
必
用
書
類
留
」

明
治
五
年（
一
八
七
二
）か
ら
同
三
十
年
ま
で

の
海
部
郡
和
歌
村
役
場
（
同
二
十
九
年
か
ら
は

海
草
郡
。
現
和
歌
山
市
）の
水
産
業
関
係
公
文

書
が
ま
と
め
ら
れ
た
文
書
一
冊
で
す
。

明
治
期
に
お
け
る
和
歌
の
浦
の
景
観
保
全

活
動
、
蠣か
き
・
海
苔
業
及
び
和
歌
公
園
成
立
に
係

る
重
要
資
料
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
旧
蔵
者
の
和
歌
川
漁
業
協
同
組
合
が
平
成

二
十
六
年
三
月
を
も
っ
て
解
散
す
る
た
め
、
当

館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

川
端
章
子
氏
寄
贈
文
書

海
南
市
下
津
町
で
代
々
煙
草
商
を
営
ん
で
い

た
川
端
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
約
二
〇
点
で
す
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
和
歌
山
市
元
寺
町
一
丁
目

に
あ
っ
た
と
い
う「
佐
野
家
」に
関
す
る
文
書
で

す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
両
家
の
関
係
は
分
か
り

ま
せ
ん
。

内
容
は
、
佐
野
家
が
営
ん
で
い
た
煙
草
小
売

業
の
計
算
書
や
習
字
の
手
本
な
ど
の
ほ
か
、
佐

野
藤
祐
な
る
紀
州
藩
家
臣
の
関
係
文
書
で
あ
る

嘉
永
元
年（
一
八
四
八
）の
三
上
林
右
衛
門
預
同

心
二
〇
人
分
の
武
具
に
係
る
「
請
取
申
御
道
具

之
事
」、
明
治
二
年
に
藤
祐
ら
二
〇
名
か
ら
鮎

沢
三
郎
右
衛
門
に
提
出
さ
れ
た
「
就
切
支
丹
宗

門
御
改
一
札
之
事
」、
同
十
年
に
藤
祐
の
隠
居

及
び
う
め
0

0

の
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
た
和
歌
山

県
庁
か
ら
の
証
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

谷や
つ

井い

家
文
書
（
和
歌
山
市
関
戸
）

平
成
二
十
四
年
度
に
続
い
て
追
加
寄
贈
さ
れ

た
文
書
約
五
〇
〇
点
で
す
。
今
回
寄
贈
分
に
は
、

地
主
経
営
や
質
業
の
関
係
文
書
の
ほ
か
、
谷
井

勘
蔵
が
株
式
会
社
四
十
三
銀
行
取
締
役
、
紀
陽

貯
蓄
銀
行（
紀
陽
銀
行
の
前
身
）頭
取
、
和
歌
山

県
農
工
銀
行
頭
取
等
を
歴
任
し
た
時
期
に
お
け

る
各
社
役
員
ら
と
の
往
復
書
簡
が
多
く
含
ま
れ

ま
す
。
ま
た
、
勘
蔵
の
子
息
で
著
名
な
考
古
学

者
で
あ
っ
た
濟せ
い

一い
つ

が
大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）

に
衆
議
院
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
た
際
の
資
料

な
ど
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
当
館
の
ほ
か
、
一
部
の
古
文
書
は
和

歌
山
市
立
博
物
館
、
濟
一
の
考
古
学
関
係
の
資

料
は
和
歌
山
県
立
紀
伊
風
土
記
の
丘
に
寄
贈
さ

れ
て
い
ま
す
。

父
川
家
文
書
（
橋
本
市
東
家
）

平
成
二
十
四
年
度
に
続
き
、
橋
本
市
東
家
に

所
在
し
た
父
川
家（
屋
号「
鍋
屋
」）に
伝
わ
っ
た

文
書
三
六
点
を
追
加
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
寄
贈
分
に
は
、
文
政
期（
一
八
一
八
～
）か

ら
明
治
後
期
に
至
る
父
川
兵
五
郎
に
係
る
田
畑

名
寄
帳
や
証
文
類
の
ほ
か
、
東
家
村
会
議
員
当

選
証
書（
明
治
十
七
年
）、「
明
徳
講
」に
関
す
る

文
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

孟も
う
子こ

区
有
文
書
（
海
南
市
孟
子
）

海
南
市
孟
子
は
、
明
治
二
十
二
年
ま
で
は
那

賀
郡
孟
子
村
、
同
年
か
ら
は
北
野
上
村
の
大
字
、

そ
し
て
昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）か
ら
は
海
南

市
の
大
字
と
し
て
続
く
地
域
で
す
。

孟
子
区
有
文
書
は
、
江
戸
時
代
の
孟
子
村
か

ら
現
在
ま
で
代
々
作
成
・
取
得
さ
れ
、
引
き
継

が
れ
て
き
た
約
二
〇
〇
点
の
文
書
群
で
、
慶
長

検
地
帳（
慶
長
六
年（
一
六
〇
一
））の
写
し（
元

禄
十
年
（
一
六
九
七
）作
成
）な
ど
の
近
世
文
書

の
ほ
か
、
明
治
四
十
年
頃
か
ら
現
代
に
至
る
大

字（
区
）の
運
営
に
関
す
る
記
録
が
ま
と
ま
っ
て

残
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
戦
中
・
戦
後
期
の
区
会
の
記
録
や
区

へ
の
通
達
な
ど
は
貴
重
で
あ
る
た
め
、『
海
南

市
史
史
料
編
Ⅲ
』に
多
く
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

遊
佐
家
文
書

戦
国
時
代
の
有
名
な
河
内
国
守
護
代
遊
佐
河

内
守
長
教
・
信
教
親
子
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る

と
し
て
、
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）に
紀
州
藩

に
召
し
抱
え
ら
れ
、
以
後
代
々
藩
士
と
し
て
明

治
ま
で
続
い
た
家
の
文
書
約
一
五
〇
点
で
す
。

内
容
は
、
同
家
及
び
養
子
の
実
方
の
家

譜
、
文
政
十
三
年（
一
八
三
〇
）か
ら
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）ま
で
遊
佐
内
記
正
教
が
勤
め
た
長

保
寺
見
廻
り
役
の
役
職
や
明
治
期
に
紀
州
東
照

宮
社
司
を
勤
め
た
保
の
神
職
に
関
す
る
記
録
な

ど
で
す
が
、
同
家
は
、
長
教
・
信
教
直
系
と
い

う
由
緒
を
ね
つ
造
し
て
仕
官
し
た
よ
う
で
、
由

緒
の
ね
つ
造
・
修
正
の
過
程
が
分
か
る
興
味
深

い
文
書
群
で
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
当
館
に
お
い
て

既
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
及
び
複
製
物

作
成
を
終
え
、
同
家
に
伝
わ
っ
た
刀
・
脇
差
し
、

茶
道
具
、
神
主
装
束
、
和
歌
祭
の
祭
礼
具
な
ど

と
と
も
に
和
歌
山
県
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
る

予
定
で
す
。

塩
崎
家
文
書
（
日
高
町
津
久
野
）

本
紙
「
日
高
郡
津
久
野
浦
に
来
た
阿
波
の
釣
漁

師
た
ち
」で
取
り
上
げ
た
文
書
約
七
〇
〇
点
で
す
。

塩
崎
家
は
、
江
戸
時
代
、
農
業
・
商
業
・
漁

業
を
行
う
と
と
も
に
、
代
々
津
久
野
浦
の
庄
屋

を
務
め
ま
し
た
。
ま
た
、
紀
州
藩
の
流
通
税
を

取
り
立
て
る
役
所
で
あ
る
御
口
前
所
の
運
営
も

請
け
負
い
ま
し
た
。

同
家
文
書
は
、
紀
州
藩
に
お
け
る
浦
方
支
配

や
二
歩
口
役
所
・
御
口
前
所
の
運
営
実
態
、
関

東
地
方
へ
の
出
漁
を
含
む
漁
業
・
漁
村
の
発
生
・

展
開
に
関
す
る
第
一
級
の
研
究
資
料
で
あ
り
、

既
に『
和
歌
山
県
史
』を
は
じ
め
多
く
の
研
究
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

な
お
、
同
家
文
書
は
現
在
未
撮
影
で
す
が
、

財
団
法
人
日
本
常
民
文
化
研
究
所
『
漁
業
制
度

資
料
目
録
第
三
集
』（
一
九
五
一
年
）の
資
料
番

号
で
原
本
の
出
納
が
可
能
で
す
。

※
平
成
二
十
六
年
二
月
以
降
の
新
収
古
文
書

　
　

に
つ
い
て
は
、
次
号
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

第 39号（平成 26年 3月発行）

明治五年六月ヨリ
蠣海苔及漁業其他必用書類留
　　　　　海部郡和歌村役場

平
成
二
十
五
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介
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今
年
度
の
歴
史
講
座
は
、
き
の
く
に
志
学
館

講
義
・
研
修
室
を
会
場
に
【
幕
末
城
下
町
和
歌

山
に
暮
ら
し
た
人
々
】を
テ
ー
マ
と
し
て
、
三

回
に
わ
た
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。

当
館
の
須
山
副
主
査
が
、
幕
末
期
の
城
下
町

の
「
御
用
留
」を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
資
料

を
参
考
と
し
て
、
町
人
町
の
両
替
商
・
質
屋
・
本

屋
・
酒
屋
等
を
可
能
な
か
ぎ
り
掘
り
起
こ
し
、
そ

の
実
態
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

雨
で
足
元
の

悪
い
日
も
あ
る

中
、
三
日
間
で
、

延
べ
一
三
九
名

の
方
が
受
講
さ

れ
、
受
講
後
の

ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
半
数
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
。

・
和
歌
山
に
生
ま
れ
そ
し
て
育
っ
た
、
私
の

郷
土
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
城
下
町
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
面
影
は
あ
ま
り
無
く
、
心
細
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
講
座
を
聴
講
し
て
息
が
つ
け

た
思
い
が
し
ま
す
。

・
須
山
先
生
の
熱
心
な
講
義
が
心
に
残
り
ま

し
た
。
和
歌
山
市
内
に
長
く
住
ん
で
い
な
が
ら

「
幕
末
の
和
歌
山
」を
殆
ど
知
ら
な
い
私
に
と
っ

て
認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

・
表
に
出
る
歴
史
と
い
う
よ
り
も
、
城
下
町

に
住
む
人
々
の
日
常
が
わ
か
る
よ
う
な
、
く
ら

し
の
中
の
情
報
が
頂
け
て
有
難
か
っ
た
。
城
案

内
の
際
に
も
小
話
的
に
使
え
る
事
も
多
々
あ
っ

た
。・

橋
の
大
破
や
架
け
替
え
工
事
の
話
は
面
白

か
っ
た
。
治
宝
死
去
後
の
停ち
ょ
う

止じ

事
項
・
解
禁
の

様
子
も
興
味
深
か
っ
た
、
出
火
の
て
ん
ま
つ
話

な
ど
か
ら
、
町
人
の
暮
ら
し
も
見
え
て
く
る
。

・「
御
用
留
」等
か
ら
こ
れ
だ
け
当
時
の
生
活

が
見
え
て
く
る
の
か
と
嬉
し
い
喜
び
で
し
た
。

・
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
ま
し
た
、
幕
末
も

み
じ
か
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

今
年
度
の
古
文
書
講
座
は
Ⅰ
・
Ⅱ
と
し
て
、

二
回
に
分
け
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
二
回
目
と

し
て
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
古
文

書
講
座
Ⅱ
を
開
催
し
ま
し
た
。

昨
年
度
完
成
し
ま
し
た『
諸
家
文
書
目
録
二
』、

そ
の
中
の
中
筋
家
文
書
に
は
大
庄
屋
を
務
め
た

際
の
古
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
庄
屋

文
書
を
使
っ
て
、
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
者
向
け
」講
座
に
は
、
延
べ
八
二
名
、

「
初
級
・
中
級
者
向
け
」講
座
は
、
延
べ
一
一
五

名
の
出
席
が
あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
半
数
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
。

・
基
本
的
な

く
ず
し
方
を
教

え
て
い
た
だ
い

て
、
な
る
ほ
ど

だ
と
思
い
ま
し

た
。
全
く
読
め

な
い
字
に
も
興

味
が
わ
い
て
き

ま
し
た
。

・
初
め
て
の

古
文
書
講
座
で

し
た
が
、
わ
か
り
易
く
説
明
し
て
い
た
だ
い
た

の
で
、
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
江
戸
時
代

独
特
の
言
い
ま

わ
し
や
、
書
い

た
人
独
特
の
表

現
が
、
読
解
を

更
に
分
か
り
に

く
く
し
て
い
る

が
、
そ
れ
も
な

か
な
か
面
白
い

も
の
で
す
ね
。

・
記
さ
れ
て

い
る
事
柄
の
意
味
状
況
、
背
景
な
ど
、
て
い
ね

い
に
わ
か
り
や
す
く
ご
指
導
下
さ
り
、
文
書
へ

の
関
心
が
深
ま
り
ま
し
た
。

・
国
史
は
大
好
き
で
よ
く
読
ん
で
い
る
の
で

す
が
、
古
文
書
に
触
れ
た
こ
と
は
余
り
な
か
っ

た
の
で
、
江
戸
後
期
の
農
兵
に
つ
い
て
の
実
際

に
触
れ
得
て
、
興
味
深
く
受
講
で
き
ま
し
た
。

第 39号（平成 26年 3月発行）

平
成
二
十
五
年
度 

歴
史
講
座

平
成
二
十
五
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅱ

　
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
抜
粋

「
入
門
者
向
け
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

「
初
級
・
中
級
者
向
け
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

入
門
者
向
け 

 

第
１
回　

 

稽け
い
古こ

は
じ
め 　
11
月
19
日（
火
）

 

第
２
回　

 

農
民
進
級   　
11
月
26
日（
火
）

初
級
・
中
級
者
向
け

 

第
１
回　

 

空
砲
火
入
れ
調
練12

月
3
日（
火
）

 

第
２
回　

 

ミ
ニ
エ
ー
ル
銃

            

12
月
10
日（
火
）                     

 
第
3
回　

 

人
相
書
き

            

12
月
17
日（
火
）

 

第
１
回　

 
本
町
編　

　
　
10
月
2
日（
土
）

 

第
２
回　

 

四
丁
町
編　

　
10
月
9
日（
土
）

 

第
3
回　

 

そ
の
他　

　
　
10
月
23
日（
土
）

農
兵
砲
術
稽
古

幕
末
城
下
町
和
歌
山
に
暮
ら
し
た
人
々

7
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8

第 39号（平成 26年 3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
39
号

平
成
26
年
3
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

平
成
五
年
七
月
三
十
一
日
に
開
館
し
た
当
館

の
開
館
二
十
周
を
記
念
し
て
、
平
成
八
年
以
来
、

百
数
十
回
に
わ
た
っ
て
開
催
し
て
き
た
古
文
書

講
座
で
取
り
上
げ
た
資
料
の
中
か
ら
古
文
書
を

厳
選
し
、
徹
底
的
に
読
解
し
ま
し
た
。

古
文
書
の
写
真
に
そ
の
読
み
や
現
代
語
訳
を

添
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
用
語
に
つ
い
て

の
解
説
は
も
ち
ろ
ん
、
敬
語
や
補
助
動
詞
な
ど

語
法
に
つ
い
て
も
疑
問
の
余
地
の
な
い
よ
う
に

詳
し
く
説
明
し
、文
意
を
徹
底
的
に
解
釈
し
ま
す
。

教
材
は
、
二
つ
の
物
語
に
仕
立
て
ま
し
た
。

古
文
書
を
読
み
、
近
世
の
歴
史
が
分
か
り
ま
す
。

・
つ
る
の
嫁
入
り

海
士
郡
塩
津
浦
の
百
姓
の
娘
つ
る
0

0

が
、
天
保

八
年（
一
八
三
七
）に
梅
田
村
の
武
兵
衛
に
嫁
入

り
し
ま
す
。
嫁
入
り
の
手
続
、
土
地
の
売
買
、

息
子
の
元
服
、
お
救
い
米
の
願
上
げ
、
大
風
雨

の
被
害
な
ど
、
つ
る
が
没
す
る
ま
で
の
約
三
〇

年
間
に
わ
た
る
、
つ
る
・
武
兵
衛
一
家
・
村
の

暮
ら
し
を
覗
き
ま
す
。

・
偽
一
九
と
書
物
屋
喜
一
郎

城
下
町
和
歌
山
の
書
物
屋
坂
本
屋
喜
一
郎
・

大
二
郎
兄
弟
は
、
天
保
五
年（
一
八
三
四
）以
降
、

買
い
物
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク『
和
歌
山
買
物
独ひ
と
り

案
内
』

の
出
版
を
企
て
、
町
奉
行
所
に
た
び
た
び
許
可

を
願
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
間
、
有
名
な
江
戸
の
戯
作
者
十
返
舎
一
九

も
現
れ
て
、
全
く
同
じ
企
画
を
江
戸
で
進
め
て

い
る
と
い
わ
れ
、
慌
て
ふ
た
め
き
ま
す
。
と
こ

ろ
が
一
九
は
、
四
年
前
に
既
に
没
し
て
い
る
の

で
す
。

岡
本
家
文
書
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初

年
に
か
け
て
の
約
四
、〇
〇
〇
点
の
文
書
群
で
、

う
ち
九
三
〇
点
は
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
で

す
。
こ
の
た
び
刊
行
し
た
目
録
収
録
の
各
文
書

は
、
一
部
の
も
の
を
除
き
、
複
製
物
に
よ
る
閲

覧
・
複
写
が
可
能
で
す
。

那
賀
郡
神こ
う

野の

組
福
田
村
は
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
高
野
山
寺
領
で
し
た
。
岡
本
家
は
、
高
野

山
か
ら
地
士
と
い
う
格
を
与
え
ら
れ
、
庄
屋
役

や
触
頭
を
務
め
た
家
で
し
た
。

同
家
文
書
に
は
、「
万
代
日
並
記
」（
写
真
）と

名
付
け
ら
れ
た
、
天
明
六
年（
一
七
八
六
）か
ら

文
久
三
年（
一
八
六
三
）ま
で
の
七
七
年
間
、
三

代
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
た
日
記
が
残
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
日
の
天
気
や
、
そ
の
日
誰
が
何

を
し
た
の
か
を
中
心
に
、
イ
エ
の
行
事
、
高
野

山
や
近
隣
の
人
々
と
の
や
り
と
り
な
ど
が
公
私

に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
安
政
の
大

地
震（
一
八
五
四
）や
、
文
久
三
年
の
天
誅
組
の

乱
な
ど
の
大
事
件
に
つ
い
て
の
記
載
も
あ
り
、

貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
同

家
が
発
端
と
な
っ

た
安
永
五
年

（
一
七
七
六
）の
一

揆
や
、
寺
領
内
の

地
士
・
帯
刀
人
ら
で

組
織
さ
れ
た
「
高
野

隊
」に
関
す
る
記
録

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

和
歌
山
県
立
文
書
館

　

開
館
二
十
周
年
記
念

『
古
文
書
徹
底
解
釈
紀
州
の
歴
史
』の
刊
行

　

収
蔵
史
料
目
録
一
三

『
紀
美
野
町
福
田 

岡
本
家
文
書
目
録
』の
刊
行

8


