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■
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

昨
年
、
紀
の
国
わ
か
や
ま
国
体
・
紀
の
国
わ

か
や
ま
大
会
が
開
催
さ
れ
、
和
歌
山
県
選
手
団

が
活
躍
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
こ
の
大
会
の
メ
イ
ン
会
場
と
な
っ
た
紀

三
井
寺
公
園
に
波
の
よ
う
な
形
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
が
あ
る
こ
と
を
み
な
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

こ
れ
は
今
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
前
に
和
歌
山

県
が
は
じ
め
て
開
催
し
た
第
二
六
回
国
民
体
育

大
会（
黒
潮
国
体
）を
記
念
し
て
造
ら
れ
た
も
の

で
す
。
作
者
は
和
歌
山
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
著

名
な
彫
刻
家
の
建
畠
覚
造
で
、
豊
か
な
黒
潮
の

息
吹
き
と
明
る
い
県
民
性
、
た
く
ま
し
く
前
進

す
る
郷
土
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

■
昭
和
四
十
六
年
と
い
う
時
代

黒
潮
国
体
は
日
本
が
ま
だ
高
度
成
長
期
に

あ
っ
た
昭
和
四
十
六
年（
一
九
七
一
）に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
社
会
資
本
の
整
備
が
全
国
で
進
め

ら
れ
て
い
た
時
代
、
和
歌
山
県
で
も
国
体
開
催

を
契
機
に
急
ピ
ッ
チ
で
道
路
や
施
設
が
整
備
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。
姿
を
現
す
ビ
ル
、
消
え
て

ゆ
く
市
電
、
増
加
す
る
自
動
車
な
ど
、
移
り
ゆ

く
町
の
姿
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
人
も
多
い
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
当
時
、
若
者
に
流
行
し
て
い

た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン（
男
性
の
長
髪
、
女
性
の
ミ

ニ
ス
カ
ー
ト
な
ど
）や
、
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い

た
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
こ
と
な
ど
を
懐
か
し
く
思
い

出
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
黒
潮
国
体
も
そ
う
し

た
思
い
出
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
時
代
を
生
き

た
人
々
の
心
に
印
象
深
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

■
黒
潮
国
体

「
明
る
く
、豊
か
に
、た
く
ま
し
く
」を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
掲
げ
た
黒
潮
国
体
は
、
水
上
ス
ポ
ー
ツ

の
夏
季
大
会
が
九
月
五
日
か
ら
八
日
、
秋
季
大

会
が
十
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
九
日
の
日
程
で

開
催
さ
れ
、
こ
れ
に
続
き
「
希
望
に
み
ち
て
た

く
ま
し
く
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
第
七
回

全
国
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
十
一
月
六

日
か
ら
七
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

夏
季
大
会
の
開
会
式
は
降
り
し
き
る
雨
の

中
、
秋
葉
山
県
民
プ
ー
ル
に
多
く
の
観
客
が

か
け
つ
け
た
と
言
い
ま
す
。
秋
季
大
会
の
開

会
式
は
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
を
お
迎
え
し
て
紀

三
井
寺
公
園
陸
上
競
技
場
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
遠
く
ブ
ラ
ジ
ル
の
地
か
ら
参
加
し
た
選
手

団
を
先
頭
に
お
よ
そ
一
万
六
千
人
が
入
場
行
進

し
、
仮
設
の
ス
タ
ン
ド
ま
で
設
け
ら
れ
た
会
場

は
三
万
五
千
人
の
観
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
ま
し

た
。
続
く
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
も
同
じ

紀
三
井
寺
公
園
陸
上
競
技
場
で
開
会
式
が
行
わ

れ
、
三
万
二
千
人
の
観
客
が
つ
め
か
け
ま
し
た
。

こ
の
時
は
ま
だ
陸
上
、
洋
弓
、
卓
球
、
水
泳
の

四
種
目
の
み
で
し
た
が
、
お
よ
そ
六
百
人
の
選

手
が
競
技
に
臨
み
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
大
会
も
和
歌
山
県
選
手
団
が
大
い

に
活
躍
し
ま
す
が
、
が
ん
ば
っ
た
の
は
選
手
だ

け
で
な
く
、
民
泊
で
選
手
を
も
て
な
し
た
家
庭

や
勉
強
し
て
手
話
通
訳
を
務
め
た
学
生
な
ど
、

多
く
の
県
民
が
力
を
尽
く
し
た
大
会
だ
っ
た
と

言
え
ま
す
。

■
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
埋
設
と
掘
り
起
こ
し

こ
の
昭
和
四
十
六
年
と
い
う
年
は
奇
し
く
も

明
治
時
代
に
な
り
、
和
歌
山
県
が
誕
生
し
て
か

ら
百
年
の
節
目
の
年
に
当
た
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
黒
潮
国
体
な
ら
び
に
開
県
百
年
を
記
念
し

て
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
場
所
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
台
座
の

下
、
数
は
二
個
、
開
封
年
次
は
一
つ
が
五
十
年

後
に
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
国
体
の
時
に
、
も
う

一
つ
が
百
年
後
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
開
県

二
百
年
の
記
念
行
事
の
時
に
と
決
定
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
翌
四
十
七
年
七
月
、
タ
イ
ム
カ
プ

セ
ル
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
基
部
に
造
ら
れ
た
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
収
蔵
庫
に
二
個
埋
め
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
四
十
三
年
の
時
が
流
れ
、

昨
年
の
紀
の
国
わ
か
や
ま
国
体
・
紀
の
国
わ
か

や
ま
大
会
の
開
会
を
前
に
そ
の
一
つ
が
掘
り
起

こ
さ
れ
た
の
で
す
。

■
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
中
身

掘
り
起
こ
さ
れ
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
は
厚
さ

一
〇
ミ
リ
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
で
、
縦
横
が
八
八

セ
ン
チ
、
高
さ
が
四
七
・
五
セ
ン
チ
あ
り
、
開

封
す
る
と
さ
ら
に
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
容
器
が
田

の
字
型
に
上
下
合
わ
せ
て
八
個
収
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
八
個
の
容
器
に
書
籍
か
ら
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム
、
メ
ダ
ル
、
録
音
テ
ー
プ
に
至
る
ま

で
実
に
様
々
な
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
黒
潮
国
体
・
身

体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
関
連
資
料
と
昭
和

四
十
六
年
当
時
の
県
勢
資
料
で
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
昨
年
秋
わ
か
や
ま
ス
ポ
ー

ツ
伝
承
館
で
展
示
さ
れ
た
後
、
本
館
に
移
管
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

■
収
納
物
の
紹
介

ま
ず
は
じ
め
に
黒
潮
国
体
・
身
体
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
関
連
資
料
で
す
が
、
報
告
書
等

の
ほ
か
、
国
体
旗
・
大
会
旗
、
参
加
章
、
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム
、
ポ
ス
タ
ー
、
入
場
券
な
ど
様
々

な
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
、

大
会
一
年
前
か
ら
終
了
後
ま
で
の
大
会
に
関
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す
る
新
聞
記
事
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
も
多
数
収
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
国
体
報
道
委
員

会
委
員
長
が
「
よ
く
も
あ
れ
だ
け
書
き
ま
く
っ

た
も
の
」と
『
黒
潮
国
体
報
告
書
』に
感
想
を

述
べ
て
い
る
と
お
り
、
実
に
多
く
の
切
り
抜

き
記
事
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
数
は

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
一
四
冊
に
も
な
り
、
当

時
の
社
会
全
体
が
国
体
に
ど
れ
だ
け
関
心
を

払
っ
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
県
勢
資
料
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
六

年
当
時
の
広
報
資
料
、
統
計
資
料
、
報
告
書
、

計
画
書
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
の
資

料
は
膨
大
な
も
の
が
あ
る
た
め
す
べ
て
が
収
め

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
五
十
年
後
の
県
民
に

伝
え
た
い
と
い
う
視
点
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
視
点
で
見
て
み
る
と
、

高
度
成
長
期
後
半
の
社
会
の
関
心
事
が
見
え
て

き
そ
う
で
す
。

ま
ず
、
資
料
の
数
が
多
い
も
の
で
言
う
と
、

交
通
統
計
、
交
通
年
報
お
よ
び
交
通
安
全
計
画

が
あ
り
ま
す
。
三
冊
も
収
め
ら
れ
た
背
景
に
あ

る
の
は
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
増
加
で
す
。

六
〇
年
代
初
め「
交
通
戦
争
」と
呼
ば
れ
て
恐
れ

ら
れ
た
状
況
は
そ
の
後
も
悪
化
し
、
統
計
に
よ

る
と
、
昭
和
四
十
五
年（
一
九
七
〇
）の
交
通
事

故
の
死
傷
者
数
は
全
国
で
九
九
万
人
を
数
え
ま

し
た
。
発
生
件
数
で
見
る
と
、
お
よ
そ
四
四
秒

に
一
件
の
割
合
で
事
故
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
人
々
の
不
安
の
大
き
さ
が
推
し
量
ら

れ
ま
す
。
和
歌
山
県
内
で
も
こ
の
年
の
死
傷
者

の
数
は
一
万
四
二
五
九
人
と
、
十
年
前
に
比
べ

て
約
五
倍
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
公
害
防
止
条
例
お
よ
び
公
害
白
書
が

あ
り
ま
す
。
白
書
に
よ
る
と
、
和
歌
山
県
公
害

防
止
条
例
は
昭
和
四
十
一
年
十
月
に
制
定
さ
れ

た
も
の
の
、
そ
の
後
の
急
速
な
工
業
化
、
都
市

化
の
結
果
、
昭
和
四
十
六
年
に
全
面
改
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
六
年
と
い

う
と
、
環
境
庁
が
誕
生
し
た
年
で
す
。
進
歩
の

負
の
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
頃
と
言
え
る
で

し
ょ
う
か
。
同
じ
時
期
、
旧
海
南
市
や
旧
下
津

町
、
有
田
市
の
青
年
団
体
の
機
関
紙
で
も
公
害

問
題
は
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
昭
和
四
十
六
年
と
い
う

年
は
ま
さ
に
時
代
が
曲
が
り
角
に
来
て
い
た
頃

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
民
生
行
政
の
報

告
書
に
は
「
経
済
成
長
を
中
心
と
し
た
60
年
代

が
去
り
、
生
活
優
先
人
間
尊
重
の
世
代
で
あ

る
70
年
代
に
入
」っ
た
と
し
、
意
欲
的
に
福
祉

行
政
に
取
り
組
む
意
思
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

（『
わ
か
や
ま
の
社
会
福
祉
』）。

こ
の
ほ
か
に
も
、
シ
ン
ナ
ー
類
の
乱
用
を
や

め
る
よ
う
呼
び
か
け
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
少
年

保
護
条
例
、
小
・
中
学
校
の
学
校
給
食
献
立
表
、

児
童
・
生
徒
の
作
文
、
高
校
入
試
問
題
、
都
市

計
画
図
や
県
内
市
町
村
の
公
共
施
設
を
写
し
た

写
真
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
青
年
の
活
動
と
し
て
、
青
年
大
会
の

資
料
や
団
体
機
関
紙
、歌
集
、若
者
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
資
料
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
当
時
の
通
貨
や
郵
便
切
手
な
ど

も
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
を
き
っ
か
け
に
編
ま
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
集
も
あ
り
ま
す
（『
50
年
後
・
100
年
後
の
皆
様

へ
』）。
最
後
に
、
そ
の
中
で
見
つ
け
た
小
学
二

年
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

私
の
お
ば
あ
さ
ん
が
子
供
の
こ
ろ
家
に
電

話
を
つ
け
る
と
、
村
中
の
人
が
あ
つ
ま
っ
て

来
て
め
ず
ら
し
が
っ
た
、
そ
う
で
す
。
お
か

あ
さ
ん
た
ち
が
、
小
さ
か
っ
た
こ
ろ
の
で
ん

わ
は
、
じ
ゅ
話
き
を
、
は
ず
し
て
、
ハ
ン
ド

ル
を
回
し
て
、
こ
う
か
ん
し
ゅ
の
人
に
、
つ

な
い
で
も
ら
っ
て
、
お
話
を
し
た
そ
う
で
す
。

今
は
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
す
と
、
む
こ
う
の
人
が
、

す
ぐ
に
で
て
き
て
、お
話
が
で
き
ま
す
。（
中

略
）50
年
ご
に
な
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
よ

り
も
、
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
き
か
い
が
、
で

き
て
、
で
ん
わ
の
前
に
す
わ
っ
て
、
ボ
タ
ン

を
、
お
す
と
、
あ
い
て
の
顔
が
う
つ
っ
て
、

話
せ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
野
友
利「
で
ん
わ
」）

こ
こ
で
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時
間
が

分
断
さ
れ
ず
、
家
族
や
開
発
者
の
思
い
を
乗
せ

て
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
気
持
ち

に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
先

人
た
ち
の
思
い
が
未
来
に
届
き
、
後
世
の
人
々

が
往
時
の
和
歌
山
県
を
顧
み
る
よ
す
が
に
な
る

こ
と
を
願
い
ま
す
。

■
閲
覧
に
あ
た
っ
て

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
収
納
品
は
一
部
損
傷
は
見

ら
れ
ま
す
が
、
保
存
状
態
は
よ
く
、
大
部
分
を

ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
閲
覧
を
希

望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
当
館
ま
で
お
申
込
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
賢
次
）
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大
奥
へ
の
ご
奉
公

い
っ
た
ん
、
大
奥
に
勤
め
に
出
た
ら
一
生
奉

公
が
基
本
、
そ
ん
な
印
象
が
強
い
大
奥
で
す
が
、

実
態
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
南
紀
徳
川
史
』に
よ
る
と
「
女
中
召め
し
か
か（
え
）
抱
は
一

生
奉
公
の
誓せ
い

詞し

を
入
れ
し
む
」と
あ
る
こ
と
か

ら
、
紀
州
藩
で
も
や
は
り
一
生
奉
公
が
基
本
で

あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
記
述
に
は
続
き
が
あ
り
ま
す
。

「
御お

目め

見み
え

以い

下か

の
女
中
は
此こ
の

限か
ぎ
り

に
非あ
ら

ず
」と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

御
目
見
以
下
と
は
、
主
人
に
拝
謁
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
階
級
の
こ
と
で
、
役
職
名
で
言
え

ば
、
御お

半は

下し
た

、
使つ
か
い

番ば
ん

、
御お

中な
か

居い

、
御お

末す
え

頭か
し
ら

、
御お

三さ
ん

之の

間ま

ま
で
で
す
。
先
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ

の
役
職
に
あ
る
奥
女
中
は
一
生
奉
公
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
病
気
や
大お
お

怪け

我が

な
ど
に
よ
っ
て
「
勤

め
か
た
き
分
は
下
宿
養
生
御
暇
を
賜た
ま
わ

る
」と
も

あ
り
、
御
目
見
以
上
で
あ
っ
て
も
、
大
奥
を
辞

し
て
い
っ
た
奥
女
中
た
ち
が
い
た
こ
と
が
窺
え

ま
す
。

「
附
込
帳
」
の
「
女
中
」
項
目

当
館
所
蔵
の「
附つ
け

込こ
み

帳ち
ょ
う

」（
資
料
番
号 

丙
ツ
１

～
70
、
丙
ツ
65
除
く
）に
は
、
項
目
別
に
紀
州

藩
家
臣
の
褒
賞
や
参
勤
交
代
の
御
供
筋
、
下
級

藩
士
の
召
抱
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
な
か
に
、
奥
女
中
た
ち
に
つ
い
て
書
き
留

め
ら
れ
た「
女
中
」と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
紀
州
藩
奥
女
中
の
役
職
の
異
動

や
俸
禄
の
増
減
、
ま
た
召
出
（
抱
）な
ど
が
中

心
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
御
暇
（
退
職
）に
つ

い
て
の
記
述
も
散
見
さ
れ
ま
す
。

御
暇
の
記
録
の
多
く
は
、
召
出（
抱
）の
記
述

の
上
部
の
欄
外
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
後
か
ら
見
返
す
こ
と
を
見
込
ん
で
、
記

録
し
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
御

暇
の
理
由
と
、
年
月
日
は
書
き
込
ま
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
御
暇
と
な
っ
た
と
き
の
役
職

ま
で
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、
本
文
に

記
さ
れ
た
御
暇
の
記
述
を
拾
い
、
ど
ん
な
場

合
に
御
暇
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
御
暇
に
は

ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
奥
女
中
た
ち

の
御
暇
事
情
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
目
見
以
下
の
奥
女
中
の
御
暇

「
附
込
帳
（
頭
書
）」に
記
さ
れ
た
女
中
の
御

暇
の
記
事
を
表
１
に
ま
と
め
ま
し
た
。

ま
ず
、
御
目
見
以
下
の
奥
女
中
た
ち
の
御

暇
の
記
述
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

水
汲
み
や
力
仕
事
を
主
な
仕
事
と
し
た
御

半
下
で
あ
っ
た
八
橋

0

0

は
、
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）の
八
月
二
十
四
日
付
け

で
御
暇
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由

は「
年
限
明
に
つ
き
」と
あ
り
ま
す
。

ま
た
炊
事
担
当
の
御
中
居
で
あ
っ

た
八
重
桐

0

0

0

も
「
年
明
に
つ
き
、
願
の

通
り
永
の
御
暇
く
だ
さ
れ
」と
あ
り

ま
す
。
同
じ
く
御
中
居
の
さ
な
へ

0

0

0

も

「
年
明
け
に
つ
き
」と
同
様
の
理
由
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
年
限
明
」や「
年
明
」と
い
う
の
は
、

奉
公
の
年
季
が
明
け
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
三
人
は
大
奥
に
召

抱
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
、
年
限
付

き
の
奉
公
人
と
し
て
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
年
季
が
明
け
た
の
で
、「
御

暇
」す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

御
半
下
な
ど
特
に
力
仕
事
が
主
で

あ
る
役
職
で
は
、
一
生
奉
公
で
勤
め

る
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

年
限
を
つ
け
て
召
し
抱
え
る
こ
と
に

よ
り
、
た
え
ず
若
い
労
働
力
を
補
充
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

『
南
紀
徳
川
史
』に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
御
目

見
以
下
の
女
中
は
こ
の
限
り
に
非
ず
」と
い
う

の
は
、
八
橋

0

0

や
、
八
重
桐

0

0

0

な
ど
の
よ
う
に
期

限
付
き
で
奥
女
中
と
な
っ
た
も
の
た
ち
が
御

暇
と
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
推
測
で

き
ま
す
。

　
御
目
見
以
上
の
奥
女
中

で
は
つ
ぎ
に
、
御
目
見
以
上
で
の
御
暇
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

表
１
に
よ
れ
ば
藩
主
の
正
室
で
あ
る
御ご

簾れ
ん

中じ
ゅ
う

に
付
け
ら
れ
て
い
た
中
年
寄
の
平
井

0

0

は
、

「
病
気
に
つ
き
願
の
通
、
永
の
御
暇
下
さ
れ
候
」

と
し
て
、
御
暇
の
願
が
聞
届
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
御
簾
中
付
の
中
年
寄
は
以
前
は
若
年
寄

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
職
務
は
老
女
に
続

く
重
職
で
し
た
。

ま
た
、
前
大
納
言
（
十
代
藩
主
治
宝
）付
の

御
錠
口
で
あ
っ
た
磯
野

0

0

や
、
藩
主
（
十
一
代
斉

【
釈
文
】

　
　
　

八
月
廿
七
日

　
　
　

一
表
使
格
御
次
道
野
儀
御
風
儀
ニ

　
　
　
　

不
応
、
其
上
不
正
之
儀
有
之

　
　
　
　

に
付
、
永
御
暇
被
下
候
品
刑
罪

　
　
　
　

帳
ニ
記
之（

資
料
番
号 

丙
ツ
15
） 　

  

第 45号（平成 28年 3月発行）

写真1　道野の御暇

奥
女
中
た
ち
の
御お

い
と
ま暇
事
情

年 月 日 主人 役名 名前 内容
天保4 御簾中 中年寄 平井 病気につき願の通り永の御暇下され候

　
御
目
見
得
以
上

天保13 元若年寄 瀧瀬 病気につき願の通り永の御暇下され候

天保4 御中﨟 壱人 病気のところ往々御奉公相勤め難き様
子につき永の御暇下さる

天保4 前大納言 御客応答格
御錠口表使勤 磯野 病気につき願之通り永の御暇下され候

天保7 12 17 大政所 御次 楚衛 病気につき願の通り永の御暇下され候

天保14 8 27 御次 道野
御風儀に応じず、其上不正の儀これ有
りに付き、永の御暇くだされ候品、刑
罪帳にこれを記す

天保7 10 呉服之間格 波尾 眼病につき願の通り永の御暇下さる
天保3 御三之間格 た代 病気につき願の通り永の御暇下され置

御
目
見
得
以
下

文政9 御末頭 正林 年寄り、相勤め難き旨、願の通り永の
御暇下され候

天保7 5 7 前大納言 御中居 さなへ 年明につき願の通り永の御暇下され
文政8 大納言 御中居 八重桐 年明につき願の通り永の御暇下され
文政8 大政所 御半下 八橋 年限明につき願の通り永の御暇下され
表1　御暇理由一覧　（「附込帳」・「附込帳頭書」文政 8〜天保14 年途中脱落あり、より作成）
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和歌山県立文書館だより
順
）付
き
の
御
次
の
楚
え

0

0

も
、「
病
気
に
つ
き
」

と
し
て
御
暇
し
て
い
ま
す
。

御
目
見
以
上
の
奥
女
中
た
ち
の
御
暇
で
は
、

期
限
を
示
す
「
年
明
」や
「
年
限
明
」と
い
っ
た

理
由
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
病

気
」に
よ
る
御
暇
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

道
野
の
御
暇

と
こ
ろ
で
、
御
目
見
え
以
上
の
女
中
の
御

暇
の
理
由
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
御
次
で
あ
っ

た
道
野

0

0

で
す
。

記
述
に
よ
る
と
、
道
野

0

0

は
「
御
風
儀
に
応
ぜ

ず
、
其
の
上
不
正
の
儀
こ
れ
あ
り
」と
し
て
御

暇
を
下
さ
れ
て
い
ま
す（
写
真
1
）。

実
際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か

は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
、
数
々

の
規
則
違
反
を
繰
り
返
し
、
そ
の
上
、「
不
正
」、

つ
ま
り
犯
罪
と
な
る
よ
う
な
事
実
が
発
覚
し

た
の
で
し
ょ
う
。
御
暇
と
な
っ
た
う
え
に
「
刑

罪
帳
」に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

御
目
見
以
上
で
あ
っ
て
も
、「
不
正
」を
お

か
せ
ば
、「
御
暇
」（
こ
の
場
合
は
「
解
雇
」と

言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）と
な

る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
御お

片か
た

付づ
け

」
に
よ
る
御
暇

「
年
明
」や
「
病
気
」に
よ
り
御
暇
と
な
る
奥

女
中
た
ち
が
い
た
一
方
、「
御
片
付
」に
よ
っ

て
御
暇
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。

奥
女
中
た
ち
は
、
そ
の
肩
書
に
「
御
簾
中
様

○
○（
役
職
名
）」や「
大
政
所
様
○
○
」と
記
さ

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
に
付
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
主
人
と
な
る
人
が
亡

く
な
る
と
、
御
付
き
で
あ
っ
た
奥
女
中
集
団

は
解
体
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
御
片
付
」と
称

し
て
い
ま
し
た
。

御
片
付
で
は
、
ひ
と
ま
ず
本
家（
藩
主
）勤
め

と
な
り
、
勤
め
を
継
続
す
る
女
中
と
、
主
人

の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
剃
髪
と
な
る
者
、
そ

し
て
御
暇
と
な
る
者
に
振
り
分
け
ら
れ
ま
す
。

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）に
治
宝
の
姉
で
鳥

取
の
因
幡
藩
主
松
平
相
模
守
道
治
に
嫁
い
で

い
た
転
心
院
の
死
去
に
よ
り
、
御
付
き
と
な
っ

て
い
た
女
中
集
団
に
つ
い
て
「
御
片
付
」が
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
は
約
四
十
人
の
御
付

き
女
中
の
う
ち
、
七
人
が
本
家
へ
移
動
、
八

人
が
剃
髪
と
な
り
、
御
目
見
え
以
上
の
十
人

を
含
む
二
十
四
人
が
一い
っ

斉せ
い

に
御
暇
を
申
し
渡

さ
れ
ま
し
た（
資
料
番
号　

丙
ツ
3
）。

ま
た
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）に
同
じ

く
治
宝
の
姉
で
一
条
右
大
臣
輝
良
に
嫁
い
で

い
た
芳
寿
院（
大
政
所
・
懿よ
し

姫
）の
死
去
に
伴
う

御
片
付
け
で
は
、
御
付
女
中
た
ち
三
十
九
人

の
う
ち
二
十
二
人
が
御
暇
と
な
り
ま
し
た
（
資

料
番
号　

丙
ツ
15
）。

こ
の
時
の
記
述
に
は
「
此
度
の
御
儀
に
つ

き
願
の
通
り
御
暇
下
さ
れ
」と
あ
る
こ
と
か

ら
、
進
退
の
申
し
渡
し
に
先
立
っ
て
、
女
中

そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
を
聞
い
て
く
れ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
時
に
御
片
付
け
と
な
っ
た
女
中
た

ち
の
大
半
が
願
い
を
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は
希
望
ど
お
り

に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

美
衛
の
御
暇

御
目
見
え
以
上
の
格
式
で
あ
っ
た
御
中
﨟

の
美
衛

0

0

は
、
記
述
に
よ
る
と
「
此
度
の
御
儀
に

つ
き
剃
髪
奉
ね
が
い
た
て
ま
つ
り
願
候
趣
、
奇
特
な
る
儀
に
は
思

し
召
し
候
え
ど
も
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ

め
剃
髪
を
願
い
出
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
結
局
は
「
剃
髪
は
不
被
仰
付
、
御
暇
被

下
候
」と
不
本
意
な
御
暇
が
申
し
渡
さ
れ
ま
し

た（
写
真
２
）。

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
条
件
が
付

さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
出
精
相
勤
め
候
に
つ
き
」、

と
お
褒
め
の
言
葉
に
続
き
、「
片
付
き
候
ま
で

の
内
、
年
々
金
十
二
両
下
し
置
か
れ
」る
と
い

う
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う「
片
付
」は
縁
付
い
て

お
嫁
に
行
く
ま
で
、
と
い
う
意
味
で
す
。

多
く
の
場
合
、
剃
髪
と
な
れ
ば
「
年
々
金
」

と
し
て
生
涯
に
わ
た
り
一
定
の
金
額
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
御
暇
と
な

れ
ば
、
一
時
金
し
か
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。

美
衛

0

0

は
、「
御
片
付
」で
、
剃
髪
は
叶
わ
な

か
っ
た
も
の
の
、
お
嫁
入
り
す
る
ま
で
の
期

間
は
年
に
十
二
両
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
申
し
渡
し
の
処
遇
は
御
暇

で
あ
っ
て
も
、
結
果
的
に
は
剃
髪
と
同
様
な

待
遇
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

頭
注
に
よ
る
と
、
美
衛

0

0

は
、
御
片
付
け
が

あ
っ
た
翌
年
の
九
月
に
、
以
下
小
普
請
格
宇

野
仙
庵
の
養
女
と
な
り
、
婿
養
子
を
取
っ
た

の
で
、
条
件
に
従
っ
て
年
金
は
終
了
と
な
り

ま
し
た
。

美
衛

0

0

の
よ
う
な
御
暇
の
申
し
渡
し
は
、
か

な
り
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

奥
女
中
の
お
暇

以
上
の
よ
う
に
奥
女
中
の
御
暇
は
「
決
し
て

許
さ
れ
て
い
な
い
」も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

御
目
見
以
下
の
奥
女
中
た
ち
の
多
く
は
、
年

期
付
き
の
奉
公
で
あ
り
年
明
け
を
迎
え
れ
ば

御
暇
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
御
目
見
以
上
の
奥
女
中
で
中
年
寄
な

ど
の
重
職
に
就
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
病

気
を
理
由
に
御
暇
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
た
。

そ
し
て
ま
た
、
主
人
の
死
去
に
伴
う
「
御
片

付
」と
い
う
、
い
わ
ば
藩
側
の
事
情
に
よ
っ
て
、

一
斉
に
二
十
人
以
上
の
奥
女
中
た
ち
が
御
暇

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

大
奥
は
一
生
の
ご
奉
公
と
い
う
印
象
が
あ

り
ま
す
が
、
意
外
に
も
多
く
の
奥
女
中
た
ち

が「
御
暇
」と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

（
松
島
由
佳
）

【
釈
文
】

　

十
二
月
十
二
日　

芳
寿
院
様　

惣
勤
廿
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　

御
中
﨟　
　
　
　

七
年

　
　
　

一
御
切
米
拾
七
石　
　
　
　

 

美
衛

　
　
　
　
　

三
人
扶
持

　
　
　
　

此
度
之
御
儀
ニ
付
剃
髪
奉
願

　
　
　
　

候
趣
奇
特
成
儀
ニ
者
被

　
　
　
　

思
召
候
得
共
、
剃
髪
者
不
被

　
　
　
　

仰
付
御
暇
被
下
候
、
兼
々
出
精

　
　
　
　

相
勤
候
付
片
附
候
迄
之
内
年
々

　
　
　
　

金
拾
弐
両
被
下
置
之

　
　
　
（
頭
注
）

　
　
　
　

本
文
美
衛

0

0

追
而
ま
て

0

0

与
相
改

　
　
　
　

天
保
十
五
辰
九
月
以
下
小
普
請
格

　
　
　
　

宇
野
仙
庵
養
女
ニ
御
立
聟
養
子

　
　
　
　

願
之
通
被
仰
付
候
付
御
金
上
り
候
品

　
　
　
　

手
紙
留
ニ
ア
リ

（
資
料
番
号 

丙
ツ
15
）

第 45号（平成 28年 3月発行）

写真 2　美衛の御暇
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九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
歴
史
講
座
を
開

催
し
ま
し
た
。

第
一
回
の【
殿
様
と
駿
河
屋
の
和
菓
子
】で
は
、

当
館
の
砂
川
佳
子
研
究
員
が
、
江
戸
時
代
に
贈

答
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
和
菓
子
を
、
駿
河
屋

に
伝
来
し
た
絵
手
本
や
木
型
の
写
真
を
交
え
て

紹
介
し
ま
し
た
。

第
二
回
の【
近
代
化
の
な
か
の「
故
郷
」―
和

歌
山
県
人
会
の
ル
ー
ツ
を
た
ず
ね
て
―
】で
は
、

当
館
の
平
良
聡
弘
研
究
員
が
、
明
治
に
入
り
東

京
な
ど
大
都
市
で
創
立
さ
れ
た
同
郷
人
に
よ
る

組
織（
県
人
会
、
学
生
会
等
）に
つ
い
て
、
組
織

化
の
過
程
と
変
遷
、
組
織
が
果
た
し
た
役
割
な

ど
を
ひ
も
と
き
ま
し
た
。

第
三
回
の
【
斯
く
し
て 

藩
政
資
料
は
残
っ

た
】で
は
、
当
館
の
松
島
由
佳
研
究
員
が
、
数
々

の
散
逸
の
危
機
を
の
り
こ
え
て
現
在
に
受
け
継

が
れ
て
き
た
紀
州
藩
の
藩
政
資
料
の
来
歴
を
紹

介
し
ま
し
た
。

第
四
回
の
【
志
賀
南
岡
は
学
習
館
督
学
に
な

れ
な
か
っ
た
】で
は
、
当
館
の
須
山
高
明
副
主

査
が
、
紀
州
藩
校「
学
習
館
」の
督
学
で
あ
っ
た

と
い
う
説
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
に

大
き
く
分
か
れ
る
漢
学
者
志
賀
南
岡
に
つ
い
て
、

そ
の
謎
に
迫
り
ま
し
た
。

四
日
間
で
、
延
べ
一
九
九
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
約
半
数
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
。

「
殿
様
と
駿
河
屋
の
和
菓
子
」・

駿
河
屋
の
再
建

に
向
け
て
、
大
き
な

弾
み
が
つ
く
講
座
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

・
木
型
の
仕
組
み

や
和
歌
山
八
景
が
良

か
っ
た
。
菓
子
製
造

技
術
は
す
ご
い
な
と

思
い
ま
し
た
。

・
こ
ん
な
色
あ
ざ
や
か
な
美
し
い
お
菓
子
が

作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
技
術
も
で
す
が
、

「
意
匠
」が
す
ご
い
！
和
菓
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
変

わ
り
ま
し
た
。

・
ど
う
い
う
時
に
和
菓
子
が
使
わ
れ
て
い
た

か
と
い
う
話
が
面
白
か
っ
た
。
も
っ
と
記
録
が

残
っ
て
い
ば
、
と
い
つ
も
思
う
。

・
地
元
の
菓
匠
の
歴
史
が
色
々
わ
か
っ
た
。

紀
州
で
も
砂
糖
生
産
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
初

め
て
わ
か
っ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
。

・
駿
河
屋
だ
け
で
な
く
、
和
菓
子
の
歴
史
に

も
な
っ
て
い
て
面
白
か
っ
た
。
伝
統
の
あ
る
駿

河
屋
の
味
を
是
非
と
も
守
っ
て
欲
し
い
。

「
近
代
化
の
な
か
の「
故
郷
」

―
和
歌
山
県
人
会
の
ル
ー
ツ
を
た
ず
ね
て
―
」

・
明
治
時
代
の
諸

先
輩
の
心
意
気
が
感

じ
ら
れ
て
面
白
か
っ

た
！・

明
治
の
和
歌
山

県
人
会
の
エ
リ
ー
ト

意
識
ま
で
考
え
た
事

が
な
か
っ
た
の
で
講

座
を
受
け
て
良
か
っ
た
。

・
初
め
て
聞
く
事
が
多
い
の
で
、
大
変
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。
和
歌
山
の
偉
人
に
つ
い
て

も
っ
と
深
く
学
習
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

・
和
歌
山
学
生
会
の
東
京
で
の
立
ち
位
置
、

つ
ま
り
、
そ
の
存
在
感
、
影
響
力
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

・
地
味
な
内
容
で
し
た
が
大
変
わ
か
り
や
す

く
、
時
間
が
ア
ッ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
面
白
く

聞
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
陸
奥
宗
光
に
つ
い

て
も
短
時
間
の
う
ち
に
人
間
像
が
わ
か
り
面
白

か
っ
た
。

・
近
代
の
和
歌
山
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
今
日
の
講
義

の
わ
か
り
や
す
い
説
明
で
そ
の
扉
を
少
し
開
け

た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
全
国
的
に
も
地
味
な

和
歌
山
で
す
が
、
我
が
故
郷
の
こ
と
を
も
っ
と

知
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。

「
斯
く
し
て 
藩
政
資
料
は
残
っ
た
」

・「
南
紀
徳
川
史
」の
内
容
が
少
し
わ
か
り
ま

し
た
。
歴
史
は
色
々
な
こ
と
が
あ
り
今
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

・
天
満
宮
の
青
石
の
塀
が
「
双
青
寮
」跡
と
の

事
、
再
度
訪
れ
て
み
ま
す
。
歴
史
資
料
を
集
め

る
の
は
大
変
で
す
ね
。

・
資
料
か
ら
生
活
の
様
子
、
ど
の
よ
う
に
資

料
が
保
存
さ
れ
て
き
た
の
か
学
習
出
来
た
。

・
貴
重
な
資
料
を
残
し
て
い
く
の
は
大
変
な

努
力
が
要
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

・
昔
の
事
を
知
る
と
い
う
の
は
大
変
で
す
が

知
れ
ば
知
る
ほ
ど
面
白
い
で
す
ね
。

・
具
体
的
な
資
料
か
ら
藩
政
資
料
の
所
在
の

変
遷
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

・
資
料
の
流
れ
が
、

レ
ジ
ュ
メ
と
資
料
を

順
を
追
っ
て
説
明
し

て
く
れ
た
の
で
、
理

解
出
来
た
。
保
存
し

て
い
く
こ
と
の
大
切

さ
も
わ
か
っ
た
。

「
志
賀
南
岡
は
学
習
館
督
学
に
な
れ
な
か
っ
た
」

・
ミ
ス
テ
リ
ー
チ
ッ
ク
で
面
白
か
っ
た
！

・
ひ
と
り
の
武
士
の
生
き
方
に
つ
い
て
よ
く

分
か
っ
た
。
た
て
社
会
と
は
こ
ん
な
も
の
な
の

か
と
思
う
。

・
志
賀
南
岡
は
督
学
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
だ
っ
た
の
か
？

・「
全
く
わ
か
ら
な
い
」と
言
わ
れ
た
講
師
の

言
葉
が
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
そ
れ
が
督
学
に

な
れ
な
い
事
に
結

び
つ
い
て
い
く
の

が
興
味
深
か
っ
た
。

・
歴
史
っ
て
面

白
い
。
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
て
見
ら

れ
た
ら
い
い
で
す
。

第 45号（平成 28年 3月発行）

平
成
二
十
七
年
度 

歴
史
講
座

　
ア
ン
ケ
ー
ト
抜
粋

 

第
１
回　

 
殿
様
と
駿
河
屋
の
和
菓
子

　
　
　
9
月
29
日（
火
）

 

第
２
回　

 
近
代
化
の
な
か
の「
故
郷
」

―
和
歌
山
県
人
会
の
ル
ー
ツ
を
た
ず
ね
て
―

　
　
10
月
6
日（
火
）

 

第
3
回　

 

斯
く
し
て 

藩
政
資
料
は
残
っ
た

　
　
　
10
月
20
日（
火
）    

 

第
4
回　

 

志し

賀が

南な
ん

岡こ
う

は
学
習
館
督
学
に

　
　
　
　

  

な
れ
な
か
っ
た

 　
　
10
月
29
日（
火
）
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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
。

夏
期
に
開
催
し
た
古
文
書
講
座
Ⅰ
に
引
き
続

き
、
今
回
も
、
日
高
郡
藤
井
村
（
現
御
坊
市
藤

田
町
藤
井
）の
江
川
組
と
天
田
組
の
大
庄
屋
を

務
め
た
瀬
戸
家
の
文
書
を
題
材
に
し
ま
し
た
。

村
の
支
配
・
犯
罪
の
取
り
締
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、

農
民
が
か
か
わ
る
金
銭
が
ら
み
の
揉
め
事
に
も

介
入
す
る
大
庄
屋
の
役
目
を
、
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
〇
〇
名
、「
初
級
・

中
級
」は
、
延
べ
一
六
三
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
七
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
。

・
昔
の
書
面
は
し
っ
か
り

と
記
入
さ
れ
て
い
た
と
思
っ

て
い
た
が
、
ル
ー
ズ
な
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

・
同
じ
印
鑑
が
五
つ
も
押

印
さ
れ
て
い
た
の
に
は
驚
き

ま
し
た
。

・
博
物
館
へ
行
っ
た
と
き

に
少
し
は
自
分
で
古
文
書
を

読
め
た
ら
楽
し
い
だ
ろ
う
と

思
い
参
加
し
ま
し
た
。
少
し

ず
つ
努
力
し
て
読
め
る
よ
う

に
な
り
た
い
で
す
。

・
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

て
下
さ
る
の
で
、と
て
も
楽
し
く
、学
生
に
戻
っ

た
気
持
ち
で
う
れ
し
い
で
す
。・

一
枚
の
文
書
か

ら
見
え
て
く
る
当

時
の
村
社
会
の
仕

組
み
や
様
子
な
ど

興
味
深
い
内
容
で

し
た
。
何
層
に
も
入

り
組
ん
だ
文
書
を

読
み
解
い
て
い
く

流
れ
が
よ
く
わ
か
り
楽
し
い
講
座
で
し
た
。

・
金
子
紛
失
で
多
数
の
人
々
を
巻
き
込
ん
で

の
物
語
が
良
か
っ
た
。

・
毎
回
非
常
に
興
味
深
く
、
次
回
は
な
に
が

出
て
く
る
の
か
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

・
郷
土
の
身
近
な
歴
史
を
原
文
で
知
る
こ
と

が
で
き
て
良
か
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
二
月
発
足
の
和
歌
山
県
博
物

館
施
設
等
災
害
対
策
連
絡
会
議
（
和
博
連
。
本

紙
第
四
三
号
参
照
）初
め
て
の
研
修
会
が
同
年

八
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
、会
員
の
博
物
館
・

美
術
館
・
文
化
財
行
政
担
当
者
の
ほ
か
、
地
元

の
古
文
書
を
使
っ
て
防
災
研
究
を
し
て
い
る
印

南
中
学
校
総
合
的
な
学
習
津
波
研
究
班
の
生
徒

た
ち
も
参
加
し
ま
し
た
。
和
博
連
の
活
動
は
全

国
的
に
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
県
外
か
ら
の
視

察
者
も
あ
り
ま
し
た
。（
参
加
者
四
三
名
）

ま
ず
、
今
後
の
防
災
対
策
等
の
参
考
と
す

る
た
め
、
東
日
本
大
震
災
被
災
資
料
の
レ
ス

キ
ュ
ー
・
保
全
活
動
に
協
力
し
た
和
博
連
会
員

か
ら
そ
の
経
験
を
報
告
し
て
も
ら
う
な
ど
、
知

識
と
課
題
を
会
員
間
で
共
有
し
ま
し
た
。

次
に
、
国
の「
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
」を

司
る
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
か
ら
派

遣
し
て
い
た
だ
い
た
、
東
京
文
化
財
研
究
所
吉

原
大
志
氏
が
講
演
さ
れ
、
文
化
財
の
災
害
対
策

に
関
す
る
全
国
的
な
動
向
と
、
和
歌
山
県
・
和

博
連
の
現
在
位
置（
到
達
点
）と
特
徴
を
お
示
し

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
吉
原
氏
を
進
行
役
と
し
て
、
被
災

資
料
応
急
処
置
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
い
、
参
加
者
全
員
が
、
水
濡
れ
し
た
古
文

書
の
吸
水
乾
燥
と
、
泥
を
か
ぶ
っ
た
写
真
の
洗

浄
の
実
務
を
体
験
し
ま
し
た
。

和
歌
山
県
博
物
館
施
設
等
災
害
対
策
連
絡
会
議

平
成
二
十
七
年
度
研
修
会

開
催
日
時
：
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日

一
三
：
〇
〇
～
一
六
：
三
〇

会
場
：
和
歌
山
県
立
情
報
交
流
セ
ン
タ
ー
Ｂ

ｉ
ｇ
・
Ｕ

協
力
：
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
東

京
文
化
財
研
究
所

【
報
告
・
講
演
】

「
被
災
し
た
植
物
標
本
の
修
復
」内
藤
麻
子
氏

（
県
立
自
然
博
物
館
主
査
学
芸
員
）

「
連
絡
会
議
の
当
面
の
課
題　

東
日
本
大
震
災

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
を
参
考
に
し
て
」

浜
田
拓
志
氏
（
和
博
連
事
務
局
・
県
立
近
代

美
術
館
副
館
長
）

「
県
内
博
物
館
の
連
携
推
進
に
つ
い
て
：
和

歌
山
大
学
が
お
手
伝
い
で
き
る
こ
と
」

菅
原
真
弓
氏（
和
歌
山
大
学「
教
養
の
森
」セ

ン
タ
ー
准
教
授
）

「
災
害
と
歴
史
遺
産
」吉
原
大
志
氏
（
東
京
文

化
財
研
究
所
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
フ
ェ
ロ
ー
）

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
】

「
水
損
古
文
書
の
吸
水
乾
燥
・
被
災
写
真
の

洗
浄
」吉
原
大
志
氏

第 45号（平成 28年 3月発行）

「
和
博
連
」
発
足
後
初
の
研
修
会
開
催
さ
れ
る

写真洗浄のワークショップ

平
成
二
十
七
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅱ

「
入
門
」ア
ン
ケ
ー
ト（
抜
粋
）

「
初
級
・
中
級
」ア
ン
ケ
ー
ト（
抜
粋
）

入
門 

 

第
１
回　

 

夜
分
火
を
焚た

き   

11
月
19
日（
木
）

 

第
２
回　

 

風
呂
敷
包
み　
11
月
26
日（
木
）

初
級
・
中
級

 

第
１
回　

 

年
季
明
き
申
さ
ざ
る
内

12
月
3
日（
木
）

 

第
２
回　

 

金き
ん

子す

紛
失 

１

            

12
月
17
日（
木
）                     

 

第
3
回　

 

金
子
紛
失 

２

            

12
月
24
日（
木
）

大お
お

庄じ
よ

屋う
や

瀬
戸
家
と
農
民
の
金
銭
問
題

7
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当
館
の
古
文
書
講
座
で
取
り
上
げ
た
古
文
書

か
ら
厳
選
し
た
写
真
を
載
せ
、
そ
れ
に
詳
細
な

解
説
を
加
え
て
読
解
す
る
本
『
古
文
書
徹
底
解

釈 

紀
州
の
歴
史
』は
、
第
一
集
（
開
館
二
十
周

年
記
念
誌
。
残
部
な
し
）・
第
二
集
と
も
に
大

変
御
好
評
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
シ

リ
ー
ズ
化
が
決
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
度
発
行
の
第
三
集
は
、「
彦

次
郎
、
威
光
を
笠
に
着
る
」と
題
し
、
紀
州
藩
の

役
人
か
ら
廻
っ
て
き
た
触
書
な
ど
を
御
坊
村（
現

御
坊
市
御
坊
）の
庄
屋
が
書
き
留
め
た「
御
用
留
」

（『
県
立
図
書
館
移
管
資
料
』）の
中
か
ら
選
ん
で

い
ま
す
。
今
回
も
、
読
み
や
現
代
語
訳
を
載
せ

る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
用
語
、
敬
語
や
補
助
動

詞
な
ど
の
語
法
に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
し
た

う
え
で
、
文
意
を
徹
底
的
に
解
釈
し
ま
す
。

取
り
上
げ
る
一
六
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
い
ず

れ
も
藩
の
役
人
か
ら
の
達
し
な
の
で
す
が
、
藩

役
人
の
変
更
・
家
出
人
の
人
相
書
き
・
博ば
く

奕え
き
・

鳴
り
物
停ち
よ

止う
じ

・
秤は
か
り

の
改
め
・
高
額
鉢
植
え
の
売

買
禁
止
・
焼
き
物
の
調
査
・
人
足
の
身
だ
し
な

み
・
ふ
と
ん
の
供
出
・
牛
の
忘
れ
物
・
村
役
人

の
握
り
飯
な
ど
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

表
題
と
な
っ
た
藩
の
甘か
ん

蔗し
や

方
役
人
村
井
彦
次
郎

か
ら
の
達
し
に
つ
い
て
は
、
彦
次
郎
の
文
章
の

書
き
ぶ
り
か
ら
人
格
ま
で
を
見
通
し
ま
す
。

用
語
や
語
法
、
当
時
の
制
度
が
分
か
る
だ
け

で
な
く
、
と
き
に
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
藩
士
の

行
動
様
式
、
規
制
を
守
ら
な
か
っ
た
り
、
か
い

く
ぐ
っ
た
り
、
或
い
は
利
用
し
て
金
を
儲
け
よ

う
と
す
る
庶
民
の
し
た
た
か
さ
や
書
き
手
の
性

格
ま
で
が
垣
間
見
え
る
、
楽
し
い
本
で
す
。

・
砂
川
佳
子「
殿
様
の
お
く
り
も
の
―
治
宝
・
斉

順
と
駿
河
屋
の
菓
子
―
」

紀
州
藩
十
代
藩
主
治は
る

宝と
み
・
十
一
代
斉な
り

順ゆ
き

と
御

用
菓
子
司
駿
河
屋
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
菓

子
に
関
す
る
記
録
を
取
り
上
げ
、
駿
河
屋
の
菓

子
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
和
歌
山
以
外
の
場
所
で
の
紀
州
藩
の

菓
子
調
達
の
実
態
も
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

・
平
良
聡
弘「「
故
郷
」の
誕
生
―
同
郷
団
体
・
和

歌
山
学
生
会
の
活
動
を
中
心
に
―（
上
）」

立
身
出
世
を
目
指
し
東
京
な
ど
大
都
市
に
向

か
っ
た
和
歌
山
の
人
び
と
。
彼
ら
の「
故
郷
」に

対
す
る
向
き
合
い
方
を
考
察
す
る
第
一
弾
。

今
回
は
一
八
八
〇
年
代
、「
同
郷
」の
き
ず
な

を
軸
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
に
始

動
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

・
松
島
由
佳「「
附
込
帳
」に
み
る
奥
女
中
の
役

替
に
つ
い
て　
そ
の
３
」

当
館
蔵「
附つ
け

込こ
み

帳ち
よ
う

」よ
り
、
今
回
は
天
保
六
年

（
一
八
三
一
）か
ら
同
十
四
年
ま
で
の「
女
中
」項

目
を
翻
刻
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
年
の
芳
寿
院
（
治
宝
姉
・
一
条
輝

良
室
）没
に
伴
う
付
女
中
団
の
御
片
付
（
解
体
）

の
記
録
か
ら
、
そ
の
規
模
・
構
成
と
、
解
体
に

伴
う
各
女
中
の
処
遇
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

・
藤
隆
宏「
平
成
二
十
六
年
度
の
民
間
所
在
資

料
保
存
状
況
調
査
に
つ
い
て
」

県
立
博
物
館
・
県
文
化
遺
産
課
等
と
協
働
し

た
「
災
害
の
記
憶
」事
業
を
紹
介
し
、
御
坊
市
、

日
高
郡
美
浜
町
・
日
高
川
町
及
び
東
牟
婁
郡
那

智
勝
浦
町
で
の
成
果
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

第 45号（平成 28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
45
号

平
成
28
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

紀
要
第
十
八
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈 

紀
州
の
歴
史 

第
三
集
』の
刊
行
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