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苅
藻
島
と
は

　

前
号
に
引
き
続
き
、
和
歌
山
県
立
文
書
館
が

令
和
二
年
度
に
有
田
市
郷
土
資
料
館
と
共
同
で

開
催
し
た
古
文
書
講
座
の
成
果
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
本
号
で
は
、
講
座
全
三
回
の
う
ち
「
苅
藻

島
に
築
港
計
画
！
？
―
箕
島
商
人
の
壮
大
な
夢

―
」
と
題
し
て
お
こ
な
っ
た
第
三
回
の
内
容
を

と
り
あ
げ
ま
す
。

　

苅
藻
島
と
い
え
ば
、
湯
浅
町
の
苅
藻
島
を
思

い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た

し
か
に
、
紀
伊
国
有
田
郡
石
垣
庄
吉
原
村
（
現

有
田
川
町
金
屋
地
区
）
出
身
で
、
京
都
栂と
が

尾の
お

に

高こ
う

山ざ
ん

寺じ

を
開
山
し
た
鎌
倉
時
代
前
期
の
高
僧
、

明み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う

人に
ん

が
修
行
し
た
地
と
し
て
有
名
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
歴
史
舞
台
は
こ
こ
で
は
な

く
、北
湊
村（
現
有
田
市
港
町
）の
苅
藻
島
で
す
。

有
田
川
の
河
口
よ
り
す
ぐ
北
側
、
有
田
市
の
港

町
か
ら
初は
つ

島し
ま

町
に
か
け
て
の
海
岸
沿
い
に
位
置

す
る
小
島
―
こ
こ
に
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
時

代
が
改
ま
っ
て
間
も
な
い
時
期
、
港
を
新
た
に

つ
く
ろ
う
と
精
力
的
な
動
き
が
見
ら
れ
た
の
で

す
。

苅
藻
島
の
景
観

　

ま
ず
は
苅
藻
島
の
景
観
を
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
苅
藻
島
は
元
来
、
大
苅
藻
（
雄
苅
藻
）

島
と
小
苅
藻
（
雌
苅
藻
）
島
と
い
う
二
つ
の
小

島
か
ら
成
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
景

観
は
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
大
き

く
変
貌
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
【
図
１
】【
図
２
】か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、現
在
、

苅
藻
島
の
う
ち
大
苅
藻
島
は
埋
立
地
お
よ
び
防

潮
堤
の
一
部
と
化
し
て
お
り
、
小
苅
藻
島
の
み

が
島
と
し
て
の
景
観
を
保
っ
て
い
る
ば
か
り
で

す
（
な
お
、
潮
汐
次
第
で
砂

浜
を
通
じ
小
苅
藻
島
に
あ
が

る
こ
と
は
可
能
で
す
）。

　

他
方
、
江
戸
時
代
の
苅
藻

島
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
年

（
一
八
三
九
）
に
成
立
し
た
、

紀
州
藩
に
よ
る
編
纂
地
誌

『
紀
伊
続
風
土
記
』
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
北
湊
村
の
項
に

お
い
て
、
陸
海
の
「
界
」
を

示
す
た
め
南
北
に
は
し
る
海

岸
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
「
松

原
」
か
ら
、
西
に
「
乾
海
」

の
「
外
浜
」
が
「
二
十
町
許ば
か
り

」（
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
余
り
）
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に

小
島
の
苅
藻
島
が
浮
か
ん
で
い
る
、
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

表
紙
に
掲
載
し
た
図
面
は
、
明
治
初
期
の
苅

藻
島
築
港
計
画
に
際
し
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、

有
田
市
郷
土
資
料
館
の
蔵
す
る
「
苅
藻
島
築
港

一
件
書
類
」
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
詳

細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
い
ま
は
図

面
に
描
か
れ
て
い
る
「
地
方
」（
海
岸
）
の
樹

木
が
「
松
原
」
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
松
原
」

か
ら
苅
藻
島
の
間
に
「
乾
海
」「
外
浜
」
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お

き
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、こ
の
「
乾
海
」「
外
浜
」
は
、『
紀

伊
続
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
引
き
潮
時
に
「
裳も

を
褰か
か

げ
て
」
渡
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
浅
瀬

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
二
〇
年
後
に
は
さ

ら
に
海
水
が
引
く
こ
と
を
予
想
し
、
引
き
潮
時

に
は
完
全
な
「
陸
地
続
き
」
と
な
る
だ
ろ
う
と

ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
【
図
３
】
は
昭
和
初
期
（
一
九
三
〇
年
前
後
）

の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
、「
苅
藻
の
汐し
お

干ひ

狩が
り

」

と
題
さ
れ
た
絵
は
が
き
で
す
。「
島
へ
渡と

渉し
ょ
う

の

遠
浅
と
浦
の
初
島
」
と
あ
る
よ
う
に
、
初
島
の

海
岸
か
ら
苅
藻

島
の
間
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
た

潮
干
狩
り
の
様

子
を
撮
影
し
た

も
の
で
す
。
遠

浅
の
こ
の
海
辺

で
は
、
潮
干
狩

り
が
恒
例
の
イ

ベ
ン
ト
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で

す
。
こ
の
絵

は
が
き
か
ら
、

『
紀
伊
続
風
土

記
』
の
予
想
に

反
し
、「
乾
海
」

「
外
浜
」
が
引

き
潮
時
に
完
全

な
「
陸
地
続
き
」

と
化
す
こ
と
な

く
、
そ
の
景
観
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
は
戦
後
の
産
業
化
・
経
済
成
長
に

と
も
な
い
埋
め
立
て
が
進
め
ら
れ
、
な
が
ら
く

保
存
さ
れ
て
き
た
自
然
の
景
観
が
壊
変
さ
れ
て

防潮堤から見た苅藻島
右：大苅藻島　中：沖ノ島　左：小苅藻島

大苅藻島側の浜から見た小苅藻島

【図１】苅藻島周辺図（国土地理院発行 1：25,000 地形図、2006年更新）

防潮堤と接続する大苅藻島

苅藻島浜　右：大苅藻島　左：小苅藻島

【図２】現在の苅藻島（筆者撮影）【図３】絵はがき“苅藻の汐干狩”（部分、和歌山県立図書館所蔵「和歌山県の絵はがき集写真帖」）

苅苅か
る
か
る

藻藻もも

島島じ
ま
じ
ま

に
築
港
計
画
！
？

に
築
港
計
画
！
？

　
　
　
　
　

―
有
田
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
古
文
書
の
紹
介
（
２
）
―

　
　
　
　
　

―
有
田
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
古
文
書
の
紹
介
（
２
）
―

苅藻島
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し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
明

治
初
期
に
お
け
る
苅
藻
島
築
港
運
動
を
考
え
る

た
め
に
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
景
観
を
把
握
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

積
出
地
と
し
て
の
北
湊

　

苅
藻
島
築
港
運
動
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て

も
う
一
つ
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
が
、
こ
の
地

域
の
流
通
構
造
で
す
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
北

湊
は
、
有
田
川
の
河
口
と
い
う
立
地
か
ら
、
有

田
郡
中
で
生
産
さ
れ
た
蜜
柑
が
い
っ
た
ん
こ
こ

で
集
荷
さ
れ
、
そ
し
て
積
み
出
さ
れ
る
流
通
拠

点
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に

有
田
郡
の
蜜
柑
方
会
所
も
こ
の
地
に
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。

　
【
図
４
】
は
、
諸
書
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
北
湊
で
の
蜜
柑
積
出
の
図
で
、
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）に
完
成
し
た『
紀
伊
国
名
所
図
会
』

後
編
・
巻
之の

二
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
北

湊
の
海
口
に
築つ
き

出だ

し
た
る
波は

塘と
う

の
上
へ
、
郡
中

諸
村
よ
り
輻ふ
く

湊そ
う

せ
る
蜜
柑
籠
を
山
の
ご
と
く
夥お

び
た
だ

し
く
累
積
す
と
い
え
ど
も
、
猶な

お

余
れ
る
も
の
洲し

ゅ
う

渚し
ょ

の
間
に
充
満
す
」
と
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い

る
と
お
り
、
北
湊
お
よ
び
有
田
蜜
柑
の
繁
昌
ぶ

り
が
読
み
と
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
苅
藻
島
に
港
を

新
た
に
つ
く
る
計
画
が
浮
上
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。【
図
４
】
か
ら
窺
わ
れ
る
繁
栄
に
隠
さ
れ

て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
北
湊
に

は
積
出
地
と
し
て
何
か
し
ら
の
限
界
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
築
港
が
企
図
さ
れ

る
に
至
っ
た
積
極
的
な
理
由
を
考
え
て
み
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

苅
藻
島
築
港
の
ね
ら
い

　

苅
藻
島
築
港
へ
向
け
た
動
き
は
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
発
起

人
は
箕
島
村
の
田
中
善
左
衛
門
と
長
岡
八
兵
衛

で
、
彼
ら
の
計
画
に
村
と
し
て
箕
島
村
と
北
湊

村
が
関
与
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
の
動
向

は
「
苅
藻
島
築
港
一
件
書
類
」
に
収
め
ら
れ
た

史
料
か
ら
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

田
中
・
長
岡
と
箕
島
村
・
北
湊
村
が
和
歌
山

県
庁
へ
宛
て
た
築
港
請
願
書
は
数
通
作
成
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
川
裾
北
湊
村
付
近
に
於
い
て
然
る
べ
き
繋

船
場
所
こ
れ
無
く
、
都す
べ

て
海あ

士ま

郡
大
崎
浦

幷な
ら

び
に
椒
は
じ
か
み

村
内
地
ノ
嶋
或あ
る

い
は
塩
津
浦
等

に
て
繋
船
致
し
候
に
付つ
き

、
諸
物
小
舟
に
て

同
所
迄ま
で

瀬
取
り
、
諸
邦
へ
積
み
送
り
来
た

【図４】『紀伊国名所図会』に見える北湊での蜜柑積出の図
（国立国会図書館デジタルコレクション）

【図５】築港請願書（部分）

【図６】『紀伊国名所図会』に見える地ノ島での瀬取りの図

り
候
処
、
風
波
の
模
様
に
寄
り
数
日
瀬
取

り
出
来
難
く
、
甚
だ
不
便
利
に
こ
れ
有
り
、

別べ
っ

し
て
蜜
柑
の
儀
は
寸
刻
を
争
い
候
生な

ま

物も
の

に
て
、
腐
敗
の
損
害
少
な
か
ら
ず

・
当
海
口
は
川
湊
に
付
、
出し
ゅ
っ

水す
い

の
度た

び

に
土
砂

流
れ
出い

で
、
汐
干
に
は
小
舟
に
て
も
川
口

出
入
り
甚
だ
む
つ
か
し
く
、
勿
論
大
船
碇

泊
の
場
所
こ
れ
無
く
、
海
士
郡
大
崎
浦
幷

び
に
椒
浦
地
ノ
嶋
或
い
は
塩
津
浦
等
へ
碇

繋
い
た
し
、
米
穀
幷
び
に
他
類
其そ

の
外ほ

か

諸

物
同
所
に
て
売
買
仕つ
か
ま
つ

り
候
故
、
両
村
（
箕

島
・
北
湊
）
初
め
当
郡
中
へ
買
い
取
り
候

節
は
運
送
等
手
数
掛
か
り
、
自
然
万
物
高こ
う

直じ
き

に
相
成
り
、
且
つ
東
京
送
り
蜜
柑
等
は

小
舟
に
て
地
ノ
嶋
迄
運
送
仕
り
、
大
船
へ

移
し
入
れ
候
に
付
、
風
雨
高
浪
の
節
は
瀬

取
り
難
く
、
寸
刻
を
争
い
候
生
物
と
か
く

出
帆
時
刻
后お
く

れ
、
甚
だ
不
弁
理
に
こ
れ
有

り

　

こ
こ
に
は
、
北
湊
の
積
出
地
と
し
て
の
限
界

が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
北
湊
は

浅
瀬
の
た
め
大
船
の
通
行
・
碇
泊
が
困
難
と
い

う
致
命
的
な
欠
陥
を
有
し
て
お
り
、「
瀬
取
り
」

（
小
舟
・
大
船
間
の
積
み
替
え
）
を
欠
い
て
は

存
立
で
き
な
い
脆
弱
な
流
通
拠
点
だ
っ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
瀬
取
り
」
地
点
が
、

北
湊
か
ら
離
れ
た
海
士
郡
の
大
崎
浦
・
塩
津
浦

（
現
海
南
市
下
津
町
）、
お
よ
び
苅
藻
島
の
少
し

北
に
位
置
す
る
地
ノ
島
（
現
有
田
市
初
島
町
）

に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

じ
つ
は
、【
図
４
】
の
出
典
で
あ
る
『
紀
伊
国

名
所
図
会
』
後
編
・
巻
之
二
に
は
【
図
６
】
も

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
蜜
柑
籠
を
小
舟
に
の

せ
て
地
島
に
か
か
れ
る
大
船
に
つ
み
こ
む
図
」

と
題
さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
小
文
に
と
っ
て
は
こ

ち
ら
の
ほ
う
が
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
【
図
６
】
に
は
、
荷
主
か
ら
有
田
川
を
く
だ
っ

て
北
湊
に
集
荷
さ
れ
た
有
田
郡
中
の
蜜
柑
が
、
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地
ノ
島
ま
で
小
舟
で
運
ば
れ
、
そ
こ
で
「
瀬
取

り
」
が
な
さ
れ
た
う
え
で
江
戸
な
ど
の
市
場
に

向
け
て
出
荷
さ
れ
る
様
相
が
図
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
北
湊
で
積
み
出
さ
れ
た
有
田
蜜
柑
は
領
外

市
場
へ
直
接
移
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
瀬

取
り
」
と
い
う
流
通
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、こ
の
「
瀬
取
り
」
の
「
不
便
利
」「
不

弁
理
」
さ
が
、
前
掲
し
た
請
願
書
の
引
用
部
分

の
な
か
で
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一

に
、「
瀬
取
り
」
に
よ
っ
て
輸
送
上
の
費
用
が

嵩
み
、
必
然
的
に
商
品
価
格
が
高
く
な
る
と
い

う
点
で
、
仲
買
・
消
費
上
の
不
利
益
を
こ
う
む
っ

て
い
た
こ
と
で
す
。

　

第
二
は
、「
瀬
取
り
」
が
天
候
に
大
き
く
左

右
さ
れ
る
要
素
を
強
く
有
し
て
い
た
点
と
関
係

し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
風
波
次
第
で
積
み

替
え
作
業
が
ス
ム
ー
ス
に
い
か
ず
、
状
況
が
整

う
ま
で
待
機
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
、
と
く
に

蜜
柑
な
ど
の
「
生
物
」
の
場
合
、
品
質
に
悪
影

響
が
出
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
瀬
取
り
」
に
よ
る
「
不
便
利
」

「
不
弁
理
」
は
、蜜
柑
の
移
出
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
、

米
穀
な
ど
の
移
入
も
ふ
く
む
輸
送
全
般
に
か
か

わ
る
死
活
問
題
だ
っ
た
の
で
す
。
北
湊
が
海
上

輸
送
の
環
境
面
で
劣
位
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
初
期
に
苅
藻
島
へ
の
築

港
が
本
格
的
に
企
図
さ
れ
た
こ
と
を
、
奇
想
天

外
な
話
と
し
て
切
り
捨
て
る
わ
け
に
は
到
底
い

き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、「
瀬
取
り
」
地
点
を
北

湊
に
よ
り
近
い
苅
藻
島
に
も
と
め
、
そ
こ
に
港

湾
機
能
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代

以
来
甘
ん
じ
て
き
た
流
通
上
の
「
不
便
利
」「
不

弁
理
」
を
少
し
で
も
改
善
す
る
こ
と
が
期
待
さ

と
事
業
計
画
を
高
く
評
価
。
三
井
組
か
ら
総
額

一
万
円
の
借
入
金
を
獲
得
し
、
資
金
繰
り
の
目

処
が
た
っ
た
た
め
着
工
に
い
た
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
荷
揚
場
の
石
垣
や
倉
庫
な
ど
を
完

成
さ
せ
な
が
ら
も
、
工
費
の
過
剰
や
反
対
派
の

策
動
に
よ
り
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
中
に

は
計
画
の
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

最
終
的
に
苅
藻
島
築
港
の
夢
は
潰つ
い

え
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、

新
し
い
時
代
を
み
ず
か
ら
の
手
で
切
り
開
こ
う

と
す
る
有
田
の
人
び
と
の
主
体
性
や
進
取
性
を

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
平
良　

聡
弘
）

れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
重
要
な
意
義
を
有
し

て
い
る
の
で
す
。

築
港
計
画
の
顛
末

　

築
港
発
起
人
の
田
中
善
左
衛
門
・
長
岡
八
兵

衛
お
よ
び
箕
島
・
北
湊
の
両
村
か
ら
始
ま
っ
た

築
港
運
動
は
、
第
五
大
区
（
有
田
郡
）
内
の
各

小
区
・
村
や
蜜
柑
荷
主
・
船
主
の
支
持
を
獲
得

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
、
第
一
小
区

（
旧
宮
原
組
、
現
有
田
市
）
で
新
堂
村
な
ど
の

反
対
、
あ
る
い
は
第
二
小
区
（
旧
湯
浅
組
、
現

湯
浅
町
・
広
川
町
）
と
第
五
小
区
（
旧
山
保
田

組
、
現
有
田
川
町
清
水
地
区
）
の
不
参
加
と
い

う
事
態
が
見
ら
れ
な
が
ら
も
、
第
一
小
区
・
第

三
小
区
（
旧
藤
並
組
、現
有
田
川
町
吉
備
地
区
）・

第
四
小
区
（
旧
石
垣
組
、
現
有
田
川
町
金
屋
地

区
）
で
築
港
計
画
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
築
港
発
起
人
の
田
中
・
長
岡
、

第
一
・
三
・
四
小
区
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
名
選
出
さ

れ
た
築
港
掛
、
各
村
の
戸
長
、
各
小
区
の
副
区

長
が
中
心
と
な
っ
て
事
業
計
画
が
練
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
仕
様
書
や

図
面
（
表
紙
掲
載
）
な
ど
に
基
づ
い
て
ま
と
め

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
大
苅
藻
島
と
小
苅
藻
島
の
間
に
二
段
構
造

の
「
風か
ぜ

除よ
け

堤づ
つ
み

」
を
設
け
、そ
の
下
段
を
「
荷

揚
場
」
と
し
て
利
用
す
る
。
上
段
の
寸
法

は
高
さ
一
間け
ん

二
分ぶ

、
長
さ
四
五
間
、
天
幅

三
間
で
、
下
段
は
高
さ
一
間
三
分
、
長
さ

五
五
間
、
天
幅
一
〇
間
（
一
間
は
約
一
・

八
メ
ー
ト
ル
）。

②
秋
冬
の
激
し
い
西
北
風
を
防
ぐ
た
め
、
小

苅
藻
島
の
南
側
に
「
波
止
」
を
築
く
。
そ

の
サ
イ
ズ
は
高
さ
五
間
半
、
長
さ
三
〇
間
、

天
幅
二
間
半
。

③
大
苅
藻
島
の
東
端
が
「
波
止
」
の
役
割

を
果
た
す
と
想
定
。
連
結
し
た
①
②
③
に

よ
っ
て
「
内
湾
」
を
人
工
的
に
造
成
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
北
湊
か
ら
「
内
湾
」
を
通
じ
苅

藻
島
港
ま
で
小
舟
で
運
送
し
、「
風
除
堤
」
の

下
段
（「
荷
揚
場
」）
で
「
瀬
取
り
」、
大
船
に

積
み
替
え
て
出
港
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ

れ
を
、
総
工
費
一
万
七
千
円
（
米
価
換
算
で
現

在
の
約
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
）
で
な
そ
う
と
い

う
の
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
壮
大
な
計
画
で
す
。

　

そ
の
費
用
は
和
歌
山
県
庁
か
ら
の
官
費
無
利

子
借
入
と
、
郡
内
協
賛
者
か
ら
の
「
助
成
出
金
」

で
ま
か
な
う
見
込
み
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
臨
時
支
出
に
備
え
「
苅
藻
頼た
の

母も

子し

講こ
う

」
を
運
用
す
る
こ
と
や
、
竣
工
後
に
は

「
港
内
出
入
の
船
ふ
ね
あ
ら
た
め改
手
数
料
」「
積
出
産
物
口く
ち

税ぜ
い

」
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
修
繕
費
に
充
当
す
る

こ
と
な
ど
も
見
積
も
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
計
画
は
和
歌
山
県
庁
か
ら
「
地
理

御
検
分
」
の
う
え
認
可
さ
れ
ま
し
た
。
官
費
の

無
利
子
借
入
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

県
庁
よ
り
仲
介
さ
れ
た
三
井
組
が
「
諸
産
物
運

輸
の
便
利
を
得
、
随し
た
が

っ
て
諸
廻
船
碇
泊
、
御
管

内
は
勿も
ち

論ろ
ん

、
皇
国
一
般
の
広こ
う

福ふ
く

に
も
相あ
い

成な

り
」

【図７】築港の呼びかけ文が掲載された
小冊子『開港演義』（有田市郷土資料館蔵）

【図８】築港資金に付三井組へ借用証文（部分）
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現
在
に
伝
え
ら
れ
た
「
災
害
の
記
憶
」
を

　
未
来
に
つ
な
げ
る

　

串
本
古
座
高
校
敷
地
内
に
所
在
す
る
弥
生
時

代
の
災
害
痕
跡
で
あ
る
笠か

さ

嶋し
ま

遺
跡
や
中
根
文
庫

か
ら
江
戸
時
代
の
地
震
・
津
波
に
関
す
る
四
冊

の
災
害
記
録
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

中
根
文
庫
に
伝
わ
る
災
害
記
録
が
日
本
地
震

研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
中
か
ら
特
に
、
中
根

が
三
つ
の
古
文
書
か
ら
書
き
写
し
た
『
安
政
之

大
地
震
』
と
い
う
写
本
を
取
り
上
げ
、
安
政
地

震
津
波
に
関
す
る
部
分
を
丁
寧
に
読
み
と
き
な

が
ら
、
地
域
の
被
害
状
況
や
避
難
の
様
子
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
原
本
と
な
る
古
文
書
の
所
在
が
確
認

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
中
根
文
庫
に
伝
わ

る
写
本
は
『
安
政
之
大
地
震
』
の
事
実
上
の
原

本
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘

し
、
今
後
の
保
存
と
地
域
に
お
け
る
さ
ら
な
る

活
用
を
提
唱
し
ま
し
た
。

　　

講
演
と
並
行
し
て
、
会
場
内
で
中
根
文
庫
の

資
料
の
一
部
を
実
物
展
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

講
座
終
了
後
に
は
、
希
望
者
を
対
象
に
「
百
年

の
青
春　

は
ま
ゆ
う
館
」
の
見
学
会
を
催
し
、

当
資
料
室
の
開
設
に
携
わ
っ
た
教
員
に
よ
る
ガ

イ
ダ
ン
ス
も
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

本
講
座
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
学
校
や
地
域
で
資

料
活
用
の
取
組
が
さ
ら
に

広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

（
玉
置　

將
人
）

は
原
本
が
失
わ
れ
、
同
文
庫
に
の
み
伝
わ
る
貴

重
な
資
料
も
あ
る
こ
と
や
、
原
本
の
入
手
先
、

筆
写
に
要
し
た
期
間
な
ど
の
詳
細
な
記
録
か

ら
、
中
根
が
県
内
の
郷
土
史
家
た
ち
と
盛
ん
に

蔵
書
を
交
換
し
、「
知
」
の
共
有
を
図
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
の
公
開
に

よ
り
、
誰
で
も
い
つ
で
も
資
料
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
郷
土
史
研
究
の

新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
し
、
中
根
文
庫
の
地

域
で
の
活
用
を
促
し
ま
し
た
。

　
　
学
校
に
残
る
歴
史
資
料
の
魅
力
と
可
能
性

　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

を
用
い
た
中
根
文
庫
の
教

育
活
用
例
と
し
て
、『
古

座
漁
業
誌
』
や
景
勝
地
を

紹
介
し
た
『
昭
和
十
年
改

作 

古
座
川
案
内
稿
』、『
教

育
と
衛
生
』
な
ど
を
取
り

上
げ
、
こ
う
し
た
資
料
が
地
域
の
産
業
や
ジ
オ

パ
ー
ク
、
感
染
症
な
ど
の
学
習
の
教
材
に
な
り

得
る
と
提
案
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
旧
串
本
高
校
時
代
に
開
設
さ
れ
、
地

域
資
料
を
収
集
・
展
示
す
る
「
串
本
高
校
資
料

館
」
の
所
蔵
資
料
の
中
に
も
、
平
和
学
習
や
移

民
学
習
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
の
場
面
で
活
用

可
能
な
も
の
が
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
地
域
の
宝
で
あ
る
学
校
所
在
資

料
を
授
業
等
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
若
い
世
代

の
地
域
に
対
す
る
愛
着
や
誇
り
、
文
化
を
大
切

に
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
は
、
な
ど
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

　

令
和
三
年
二
月
、
串
本
古
座
高
校
で
は
、
旧

古
座
校
舎
に
残
さ
れ
て
い
た
資
料
を
整
理
・
展

示
し
た
資
料
室
「
古
座
高
校
・
古
座
校
舎　

百

年
の
青
春　

は
ま
ゆ
う
館
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

ま
た
、
同
年
三
月
に
は
、
文
書
館
が
同
校
所
蔵

「
中
根
文
庫
」
を
「
和
歌
山
県
歴
史
資
料
ア
ー

カ
イ
ブ
」（
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
ま
し
た
。

　

本
講
座
は
、
こ
れ
ら
を
記
念
し
、
串
本
古
座

高
校
と
共
催
で
開
催
し
ま
し
た
。
学
校
と
共
催

す
る
の
は
文
書
館
と
し
て
初
め
て
の
試
み
で

す
。
当
初
は
十
月
一
日
に
開
催
予
定
で
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
十
二
月
三
日
に
延
期
し
て
の
開
催
と
な
り

ま
し
た
。

　

開
催
の
契
機
と
な
っ
た
中
根
文
庫
は
、
郷
土

史
家
・
中な

か

根ね

七し
ち

郎ろ
う

（
一
八
七
一
～
一
九
五
七
）

県
立
串
本
古
座
高
校
・
県
立
文
書
館
共
催

「
百
年
の
青
春　

は
ま
ゆ
う
館
」
開
設
・

「
中
根
文
庫
」
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
公
開
記
念

　
　

歴 

史 

講 

座

が
収
集
・
書
写
し

た
、
旧
紀
州
藩
領

の
歴
史
や
文
化
・

宗
教
・
災
害
・
動

植
物
な
ど
に
関
す

る
二
〇
一
点
の
資

料
の
総
称
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料

は
、
昭
和
二
十
八

年
（
一
九
五
三
）、

同
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
の
二
回
に
わ
た
り

当
時
の
古
座
高
校
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
串
本

高
校
と
の
統
合
を
経
て
、
現
在
は
串
本
古
座
高

校
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
講
座
は
、
こ
う
し
た
学
校
に
残
る
貴

重
な
資
料
の
価
値
や
活
用
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
学
校
や
地
域
で
の
保
存
と
活
用
に
つ
な
げ

る
こ
と
を
目
的
に
開
き
ま
し
た
。
元
々
は
教
職

員
向
け
の
研
修
と
し
て
企
画
し
た
講
座
で
し
た

が
、
地
域
の
方
々
に
も
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
、
参
加
者
の
募
集
を
行
い
、
一
般
公
開
し

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
文
書
館
職
員
三
人
が
講
演
し
、
一

般
参
加
者
及
び
教
職
員
あ
わ
せ
て
四
六
人
が
受

講
し
ま
し
た
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、
一
般
参
加
者
は
会
場
内

で
対
面
受
講
し
、
教
職
員
は
別
室
で
オ
ン
ラ
イ

ン
受
講
す
る
と
い
う
形
式
で
行
い
ま
し
た
。

　
　
中
根
七
郎
と
中
根
文
庫

　
　
―
古
座
か
ら
は
じ
ま
る
郷
土
史
研
究
―

　

中
根
七
郎
の
略
歴
や
中
根
文
庫
の
概
要
を
紹

介
し
ま
し
た
。

　

中
根
文
庫
の
多
く
は
筆
写
本
で
す
が
、
中
に

日
時
：
令
和
三
年
十
二
月
三
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
一
時
～
午
後
三
時
三
十
分

会
場
：
県
立
串
本
古
座
高
校　

視
聴
覚
教
室

　
中
根
七
郎
と
中
根
文
庫

　
　
―
古
座
か
ら
は
じ
ま
る
郷
土
史
研
究
―

砂
川　

佳
子 
副
主
査

　
学
校
に
残
る
歴
史
資
料
の
魅
力
と
可
能
性

玉
置　

將
人 

副
主
査

　
現
在
に
伝
え
ら
れ
た
「
災
害
の
記
憶
」を
　

　
未
来
に
つ
な
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

 

藤　
　

隆
宏 

主
任
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当
文
書
館
所
蔵
の
岩
﨑
家
文
書
に
は
、
明
治

時
代
の
ア
メ
リ
カ
移
民
岩
﨑
甚
四
郎
や
ほ
か
の

移
民
か
ら
の
、
名
草
郡
紀（

現
和
歌
山
市
紀
三
井
寺
）

三
井
寺
村
の
岩
﨑
冨

三
郎
（
甚
四
郎
の
義
弟
）
宛
て
の
書
簡
が
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。『
和
歌
山
県
立
文
書
館
だ

よ
り
』
五
九
号
及
び
六
〇
号
で
は
、
甚
四
郎
の

渡
米
や
労
働
の
状
況
に
つ
い
て
ふ
れ
ま
し
た
。

今
回
も
冨
三
郎
宛
て
の
書
簡
か
ら
、
甚
四
郎
の

そ
の
後
の
動
向
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
書
簡

か
ら
の
引
用
は
現
代
語
訳
で
示
し
て
い
ま
す
。

 

■
家
族
移
住
計
画
と
妻
お
峯
の
こ
と

　

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
甚
四
郎
が
渡

米
し
た
理
由
は
金
を
稼
ぎ
実
家
へ
送
る
た
め
で

す
。
後
年
の
書
簡
に
は
、
甚
四
郎
の
長
男
敏
郎

へ
次
の
こ
と
を
伝
え
て
ほ
し
い
と
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
分
家
し
て
か
ら
は
、
お
母
さ
ん

と
二
人
で
働
い
て
い
た
が
子
供
の
こ
と
も

あ
り
、
と
て
も
（
家
計
が
）
追
い
つ
か
な

い
。
二
人
で
相
談
し
て
、
ア
メ
リ
カ
へ
来

て
金
を
儲
け
て
、
せ
め
て
百
円
か
二
百
円

儲
け
て
、
こ
づ
か
い
の
五
十
円
や
い
く
ら

か
の
金
を
持
た
し
て
誘
お
う
と
思
い
…

（
仮
目
録
番
号810-51-1

）

　

家
庭
の
経
済
的
な
問
題
も
あ
り
、妻
お
峯
（
冨

三
郎
姉
）
と
相
談
も
し
た
う
え
で
渡
米
し
、
い

ず
れ
家
族
も
呼
び
寄
せ
る
、
と
い
う
計
画
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
相
談
を
し
た
と
は

い
え
、
紀
三
井
寺
に
残
さ
れ
た
お
峯
に
は
不
安

や
苦
労
が
多
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
甚
四

郎
の
書
簡
に
、

お
峯
も
帰
っ
て
こ
い
と
言
う
け
れ
ど
、
今

帰
っ
て
は
土
産
も
な
い
。
三
年
働
け
ば

二
百
円
の
土
産
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を

伝
え
、
三
年
の
間
は
子
供
の
世
話
を
す
る

よ
う
に
言
っ
て
ほ
し
い
。

（
仮
目
録
番
号810-58

）

あ
ま
り
お
峯
に
は
待
た
ぬ
よ
う
に
と
言
い

聞
か
せ
て
ほ
し
い
。 （
仮
目
録
番
号671

）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
峯
の
心
境
が
少
な
か
ら

ず
察
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
の
秋
、

甚
四
郎
か
ら
書
簡
が
届
き
ま
す
。

お
峯
の
こ
と
を
聞
い
て
言
葉
が
で
な
い
。

私
の
よ
う
な
不
幸
せ
な
者
が
こ
の
世
に
い

る
の
だ
ろ
う
か
、
情
け
な
い
。
毎
日
人
の

い
な
い
と
こ
ろ
で
泣
い
て
い
る
。
残
さ
れ

た
子
供
た
ち
が
不
憫
で
な
ら
ず
夜
も
寝
ら

れ
な
い
。
こ
ん
な
に
辛
い
こ
と
は
世
に
あ

ろ
う
か
と
我
が
身
を
恨
む
。
例
え
ど
ん
な

こ
と
が
あ
ろ
う
と
納
得
の
う
え
で
ア
メ
リ

カ
へ
来
た
が
、
お
峯
を
殺
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
も
の
で
、
生
き
て
い
る
心
地
も
な

い
。
し
か
し
子
供
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て

歯
を
食
い
し
ば
り
、
気
を
取
り
直
し
て
い

る
。
今
帰
国
し
て
は
金
も
な
い
た
め
、
あ

と
二
年
は
辛
抱
し
た
い
。

（
仮
目
録
番
号810-26-1

）

　

同
年
七
月
に
お
峯
が
死
去
し
、
そ
の
知
ら
せ

が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
地
図
参
照
）
で
働
く
甚
四

郎
の
も
と
へ
届
い
た
の
で
す
。
さ
き
の
書
簡
は
、

お
峯
死
去
の
知
ら
せ
に
対
す
る
甚
四
郎
の
返
答

で
し
ょ
う
。
末
尾
に
、墓
は「
本
家
の
父
様
」（
お

峯
や
冨
三
郎
の
父
平
四
郎
）
と
同
様
に
し
て
も

ら
い
、
お
峯
と
自
分
の
戒
名
を
刻
む
こ
と
も
頼

ん
で
い
ま
す
が
、
甚
四
郎
の
悲
し
み
は
い
か
ば

か
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
紹
介
し

た
敏
郎
へ
の
言
付
け
の
続
き
に
は
「
…
金
を
持

た
し
て
誘
お
う
と
思
い
、
心
待
ち
に
し
て
い
た

者
に
死
な
れ
…
」
と
あ
る
通
り
、
お
峯
を
ア
メ

リ
カ
に
呼
ぶ
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
峯
が
い
な
い
と
思
う
と
寂
し
く
て
堪
ら

な
い
。
今
度
子
供
の
写
真
を
送
っ
て
ほ
し

い
。そ
れ
を
毎
日
見
て
気
休
め
と
し
た
い
。

私
が
不
足
と
す
る
こ
と
は
、
去
年
お
峯
に

写
真
を
送
る
よ
う
言
っ
て
い
た
が
送
っ
て

く
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
私
の
不
足
だ
。

一
度
顔
を
見
た
い
。
ア
メ
リ
カ
へ
来
た
人

で
写
真
の
持
っ
て
い
な
い
人
は
一
人
も
な

い
。
そ
れ
を
思
う
と
胸
元
は
張
り
裂
け
る

よ
う
に
痛
く
、
取
り
返
し
も
つ
か
な
い
。

（
仮
目
録
番
号664

）

　

甚
四
郎
は
、
お
峯
の
三
回
忌
の
年
に
あ
た
る

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
ま
で
ア
メ
リ
カ

で
働
く
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
お
峯
を
失
っ

た
悲
し
み
は
癒
え
ず
、
慰
め
と
し
て
子
供
の
写

真
を
送
っ
て
ほ
し
い
、
と
心
境
を
綴
り
ま
す
。

お
峯
の
こ
と
を
聞
い
て
か
ら
病
気
に
な
っ

た
。
一
月
ま
で
働
い
て
い
た
が
、
そ
れ
以

降
働
け
ず
帰
宅
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
こ

の
調
子
で
は
（
帰
国
の
）
船
の
中
で
と
て

も
耐
え
ら
れ
な
い
と
思
い
薬
を
飲
ん
で
い

た
が
、
費
用
が
か
か
っ
た
。
そ
の
た
め
今

は
「
パ
ー
キ
ン
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」（
パ
ー

キ
ン
ス
。
地
図
参
照
）
と
い
う
所
で
三
十

円
程
使
っ
て
飯
屋
を
始
め
た
。
幸
い
信
七

郎
と
喜
代
吉
が
来
た
の
で
私
は
サ
ク
ラ
メ

ン
ト
の
病
院
に
入
院
し
た
。
こ
の
病
院
は

た
だ
で
あ
る
。
二
、三
ヶ
月
い
れ
ば
お
お

か
た
治
る
と
い
う
の
で
二
、三
ヶ
月
は
病

院
に
い
る
。　

 （
仮
目
録
番
号810-51-2

）

　

こ
れ
は
明
治
二
十
八
年
七
月
の
書
簡
で
す
。

過
酷
な
労
働
に
妻
の
死
去
も
重
な
っ
て
心
身
と

も
に
憔
悴
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
甚
四
郎
は

病
気
に
罹
り
、
飯
屋
を
開
業
し
て
間
も
な
く
無

料
の
病
院
に
入
院
し
ま
す
。
同
年
八
月
の
書
簡

に
は
「
私
は
八
月
五
日
に
、
病
気
が
治
り
ま
し

た
の
で
病
院
か
ら
帰
宅
し
ま
し
た
。
こ
の
段
ご

安
心
く
だ
さ
い
」（
仮
目
録
番
号709-1

）
と
あ

る
の
で
、
ひ
と
月
後
に
は
退
院
し
た
よ
う
で
す
。

■
甚
四
郎
、
夢
半
ば
に

　

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
四
月
、
紀
三

井
寺
出
身
で
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
在
住
の
写
真
師
岩

﨑
常
助
か
ら
二
通
の
書
簡
が
届
き
ま
す
。

一
、三
月
二
十
六
日
死
亡
。
同
日
す
ぐ
に

バ
カ
ビ
ル
（
地
図
参
照
）
の
笹
井
氏

及
び
寺
下
氏
へ
再
度
電
話
機
で
連
絡
。

同
人
す
ぐ
に
来
訪
。

二
、遺
体
は
、翌
日
朝
に
葬
式
場
所
へ
渡
し
、

丁
寧
に
「
ム
ク
イ
」
を
施
し
奇
麗
な

棺
に
お
さ
め
、
二
十
八
日
に
葬
式
を

施
行
。

三
、葬
式
の
写
真
は
、
埋
葬
場
に
て
岩
崎

あ
る
移
民
の
ア
メ
リ
カ
生
活
譚（
三
）

あ
る
移
民
の
ア
メ
リ
カ
生
活
譚（
三
）

～
甚
四
郎
、

～
甚
四
郎
、

　
　

移
民
人
生
の
後
半
生
～

　
　

移
民
人
生
の
後
半
生
～地図　甚四郎が滞在したアメリカ北西部

（サンフランシスコ・バカビル・サクラメント・パーキンス）

サンフランシスコ

バカビル

パーキンス

サクラメント

サクラメントサクラメント
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常
助
氏
が
撮
影
、
寺
下
氏
か
ら
送
る

予
定
。

四
、医
者
の
診
断
書
は
寺
下
氏
か
ら
送
る

予
定
。

五
、以
上
の
費
用
は
寺
下
氏
か
ら
詳
し
く

伝
え
ら
れ
る
の
で
省
略
す
る
。

（
仮
目
録
番
号705

）

墓
地
に
て
葬
会
者
と
式
場
の
様
子
を
撮
影

し
ま
し
た
が
、
生
憎
天
気
の
都
合
で
現
像

で
き
ず
、
今
度
の
船
便
に
は
間
に
合
わ
ず

と
て
も
残
念
で
す
が
、
次
回
の
船
便
で
是

非
と
も
写
真
を
送
り
ま
す
。

（
仮
目
録
番
号810-55
）

　

内
容
は
甚
四
郎
死
去
の
知
ら
せ
で
し
た
。
同

年
六
月
、
紀
三
井
寺
出
身
で
バ
カ
ビ
ル
在
住
の

寺
下
安
吉
か
ら
も
書
簡
が
到
来
し
ま
す
。

拝
啓　

季
節
は
夏
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
が
ご
家
中
ま
す
ま
す
ご
清
安
の
こ

と
と
お
う
か
が
い
申
し
上
げ
ま
す（
中
略
）

さ
て
、
岩
﨑
甚
四
郎
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
一
月
ご
ろ
よ
り
病
気
に
罹
り
、
三
月

二
十
六
日
に
死
去
い
た
し
、
同
月
二
十
八

日
に
葬
式
を
行
い
ま
し
た
。
実
に
子
共
の

こ
と
と
い
い
、
貴
兄
と
し
て
も
心
痛
を
残

し
哀
慟
の
こ
と
お
察
し
し
ま
す
（
中
略
）

甚
四
郎
様
は
、
去
年
八
月
ご
ろ
に
バ
カ
ビ

ル
で
八
十
円
を
儲
け
、
飯
屋
を
始
め
二
、

三
ヶ
月
程
で
そ
の
金
を
失
い
、（
中
略
）

そ
の
後
病
気
に
罹
り
、
借
家
の
家
賃
も
払

え
ず
、
家
主
に
荷
物
を
取
ら
れ
ま
し
た
。

死
去
の
の
ち
荷
物
を
取
り
に
行
っ
た
が
十

円
を
持
参
し
な
け
れ
ば
荷
物
は
返
し
て
く

れ
ず
、
実
に
困
難
な
こ
と
で
す
。
荷
物
は

必
要
で
な
く
と
も
旅
券
は
必
要
な
た
め
、

私
も
心
配
し
て
い
ま
す
。
ま
た
葬
式
に
関

わ
る
諸
費
用
を
記
載
し
て
お
き
ま
す
。

一
、
ア
ン
ダ
テ
ー
カ
葬
式
料
二
拾
五
円

一
、
医
師
料　
　
　
　
　
　

四
円

一
、
車

　
葬
式
送
人
之
賃　
　
　
　
　
　
　

四
円
廿
五
銭

一
、
テ（

テ
レ
ホ
ン
）

レ
フ
ン
代　
　
　
　

壱
円
卅
銭

一
、
尊
香
料　
　
　
　
　
　

壱
円

一
、
葬
式
送
人
之
食
料　
　

四
円

一
、
汽
車
賃　
　
　
　
　
　

五
円

一
、
同　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
銭

　
　
　

計
四
拾
五
円
〇
五
銭

（
仮
目
録
番
号707-1

）

　

以
上
の
書
簡
か
ら
、
甚
四
郎
の
死
去
前
後
の

経
緯
が
判
明
し
ま
す
。
甚
四
郎
の
飯
屋
は
損
失

を
出
し
、
明
治
二
十
九
年
一
月
に
再
び
病
気
に

罹
り
、
家
賃
も
支
払
え
ず
家
主
に
荷
物
を
没
収

さ
れ
ま
し
た
。
病
気
は
癒
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、

甚
四
郎
は
三
月
に
病
死
し
ま
す
。
そ
の
後
、
常

助
か
ら
知
人
ら
へ
連
絡
が
い
き
、
皆
す
ぐ
に
集

合
し
、
翌
日
に
は
葬
儀
場
へ
引
き
渡
さ
れ
丁
寧

に
供
養
し
て
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。
葬
儀
の
様
子

は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
写
真
師
を
営
む
常
助
に

よ
っ
て
撮
影
さ
れ
、
写
真
は
冨
三
郎
へ
送
ら
れ

る
予
定
で
し
た
。
そ
し
て
葬
儀
は
終
わ
っ
た
も

の
の
家
主
に
お
金
を
渡
さ
な
け
れ
ば
没
収
さ
れ

た
甚
四
郎
の
荷
物
も
パ
ス
ポ
ー
ト
も
返
し
て
く

れ
な
い
、
と
い
う
状
況
で
し
た
。

　

安
吉
の
書
簡
に
は
葬
儀
費
用
の
内
訳
も
記
さ

れ
て
お
り
（
写
真
）、「
ア
ン
ダ
テ
ー
カ
」
と
は

葬
儀
屋
（
ア
ン
ダ
ー
テ
イ
カ
ー
）
の
こ
と
、
医

師
へ
の
支
払
い
は
死
亡
診
断
に
関
す
る
も
の

で
、葬
儀
費
、診
断
費
、葬
式
世
話
人
の
交
通
費
、

電
話
代
、
香
尊
（
供
花
）
費
、
賄
い
費
な
ど
詳

細
が
分
か
り
ま
す
。「
円
」
は
こ
こ
で
は
ア
メ

リ
カ
ド
ル
の
こ
と
で
す
が
、
生
前
の
甚
四
郎
い

わ
く
当
時
一
ド
ル
＝
一
円
で
す
。

　

葬
儀
に
関
し
て
は
山
崎
源
作
の
書
簡
に
も
、

こ
の
た
び
寺
下
安
吉
氏
、
南
定
吉
氏
が
義

捐
金
で
支
払
い
を
済
ま
せ
た
の
で
ご
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。
義
捐
金
募
集
に
は
塩

野
馨
君
も
一
方
な
ら
ぬ
尽
力
を
し
、
白

山
資
一
郎
氏
も
集
金
し
て
く
だ
さ
っ
た

二
十
六
、七
ド
ル
で
近
い
う
ち
に
石
塔
を

建
て
る
予
定
で
す
の
で
、
い
ず
れ
撮
影
し

詳
し
く
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
仮
目
録
番
号708-1

）

と
あ
り
ま
す
。
山
崎
源
作
と
塩
野
馨
は
『
和
歌

山
県
立
文
書
館
だ
よ
り
』
五
〇
号
で
も
取
り
上

げ
た
、
冨
三
郎
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
す
。

笹
井
・
塩
野
・
白
山
資
一
郎
の
詳
細
は
不
明
で

す
が
、
山
崎
源
作
・
南
定
吉
は
紀
三
井
寺
村
出

身
で
、
ほ
か
紀
三
井
寺
村
・
同
村
字
内（

現
和
歌
山
市
内
原
）

原
出
身

者
計
五
名
、
長（

現
田
辺
市
長
野
）

野
村
出
身
一
名
ら
和
歌
山
県
出

身
の
移
民
が
甚
四
郎
の
葬
儀
や
石
塔
建
立
に
協

力
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

甚
四
郎
の
例
で
み
る
と
、
日
本
人
移
民
が
異

国
で
亡
く
な
っ
た
場
合
、
現
地
の
同
国
人
、
同

郷
人
を
中
心
に
各
々
お
金
を
集
め
て
持
ち
よ

り
、
葬
儀
を
催
し
て
丁
重
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と

な
ど
が
あ
る
程
度
詳
し
く
分
か
り
ま
す
。
写
真

撮
影
の
技
術
を
も
つ
者
も
協
力
し
て
葬
儀
の
様

子
や
故
人
の
墓
を
撮
影
し
遺
族
へ
写
真
を
送
る

と
い
う
慣
習
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
甚
四
郎
は
亡
く
な
り
、
彼
の
移
民
生

活
譚
は
今
回
で
終
わ
り
で
す
。
甚
四
郎
の
移
民

生
活
を
振
り
返
る
と
、
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
で
ひ

と
稼
ぎ
し
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
未
来
を
描
い
て

い
ま
し
た
。
厳
し
い
労
働
に
携
わ
り
な
が
ら
も
、

別
の
働
き
か
た
も
模
索
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
に
紹
介
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
明
治
二
十
六
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧

会
の
風
聞
を
書
簡
で
伝
え
た
り
、
紀
三
井
寺
で

植
え
る
よ
う
に
と
ア
メ
リ
カ
で
栽
培
さ
れ
る
西

瓜
の
種
や
葡
萄
の
苗
を
送
ろ
う
と
し
た
り
と
、

甚
四
郎
の
書
簡
に
は
断
片
的
な
が
ら
も
様
々
な

話
題
が
記
さ
れ
て
お
り
、
異
国
で
苦
労
の
日
々

を
過
ご
し
つ
つ
も
、
見
聞
き
し
た
珍
し
い
出
来

事
な
ど
を
書
簡
に
書
き
記
し
て
紀
三
井
寺
に
送

る
甚
四
郎
の
姿
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
結
局
、
お
峯
は
死
去
し
甚
四
郎
も
故
郷
に

一
度
も
帰
る
こ
と
も
な
く
、
子
供
た
ち
に
も
会

え
ず
彼
ら
を
残
し
た
ま
ま
ア
メ
リ
カ
で
病
死
し

て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
様
々
な
人
生
を
辿
っ

た
移
民
の
あ
り
か
た
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し

た
。

（
西
山　

史
朗
）

写真　寺下安吉から岩﨑冨三郎への書簡（明治 29年 6月）
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法
方
用
利
■

◆

に
付
受
室
覧
閲

要
必
で
等
録
目
る
あ

を
等
書
文
料
資
な

請
申
覧
閲
し
索
検

受
え
う
の
入
記
に
書

だ
く
て
し
出
提
に
付

用
利
等
書
文
。

。

。

い
さ

館
閉
は
付
受
の

30
分

す
で
で
ま
前

◆

料
資
政
行
る
い
て
し
架
配
に
棚
書
室
覧
閲

い
さ
だ
く
て
し
覧
閲
に
由
自
は
料
資
考
参

◆

申
認
承
写
複
、は
合
場
る
れ
さ
望
希
を
写
複

だ
く
て
し
出
提
に
付
受
え
う
の
入
記
に
書
請

◆◆
日
館
休
■

 

◆

と
る
な
重
と
日
休
替
振
は
又
日
祝
（
日
曜
月

）
日
平
の
後
の
そ

は
き

◆

始
年
末
年

12
月
29

◆

日
理
整
内
館

日
４
月
１
・

）
日
５

は
き
と
の
日
曜
月
（

12
月

日
曜
木
２
第

）
日
翌
の
そ
、

、

、

は
き
と
る
な
重
と
日
祝
（

間
期
理
整
別
特
・

10

）
回
１
年
（
間
日

い
な
ん
あ
ご
の
通
交
■◆

JR

ら
か
駅
市
山
歌
和
鉄
電
海
南
・
駅
山
歌
和

約
で
ス
バ

20
分

◆

分
３
約
歩
徒
車
下
停
ス
バ
松
高
ス
バ
山
歌
和

、、

、

ホームページアドレス

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/index.html
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31
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編
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〇
〇

電

話

三
七
〇

－

六
三
四

－

〇
四
五
九

Ｘ
Ａ
Ｆ
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－
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四

－
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五
九

印

刷
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所
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印
口
阪
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限
有

和
歌
山
市
西
高
松
一
丁
目
―
三
八

　
　
　
　

 

き
の
く
に
志
学
館
二
階

文
書
館
の
利
用
案
内

　

令
和
三
年
度
は
、
和
歌
山
県
誕
生
一
五
〇
年

に
あ
た
り
ま
す
。
文
書
館
歴
史
講
座
は
、
こ
れ

を
記
念
し
て
明
治
期
の
和
歌
山
を
テ
ー
マ
に
開

催
し
、
九
六
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

第
一
回
は
、
和
歌
山
藩
の
藩
政
改
革
が
、
廃

藩
置
県
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
政
府
の
政
策
に

及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
藩
主
徳と

く

川が
わ

茂も
ち

承つ
ぐ

が
提
出
し
た
版は
ん

籍せ
き

奉ほ
う

還か
ん

の
建
白
書
は
、
中
央
集

権
的
な
郡
県
制
の
導
入
を
盛
り
込
ん
だ
先
進
的

な
も
の
で
し
た
。
同
時
期
の
津つ

田だ

出い
ず
る

ら
に
よ
る

藩
政
改
革
で
も
、
郡
県
制
を
目
指
し
た
兵
制
改

革
な
ど
が
実
施
さ
れ
、
政
府
な
ど
か
ら
高
く
評

価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
改
革
を
推
進
し
た
背
景
に
、
徳
川
御

三
家
と
し
て
幕
末
期
に
佐さ

幕ば
く

的
な
立
場
で
あ
っ

た
和
歌
山
藩
に
対
す
る
政
府
の
疑
念
を
晴
ら
す

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。

　

第
二
回
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
学

制
頒は

ん

布ぷ

に
始
ま
る
近
代
的
な
学
校
教
育
制
度
が

令
和
三
年
度　

歴 

史 

講 

座

和
歌
山
県
に
根
付
く
ま
で
を
解
説
し
ま
し
た
。

　

小
学
校
等
の
設
置
と
国
民
皆
学
を
め
ざ
し
た

学
制
頒
布
を
契
機
に
、
県
内
各
地
で
小
学
校
設

置
が
進
め
ら
れ
、
学
校
教
育
が
始
ま
り
ま
す
。

し
か
し
実
情
は
、
同
十
五
年
の
『
文
部
省
年
報
』

に
学
齢
就
学
の
数
は
半
ば
に
至
ら
ず
、
教
員
の

多
数
は
学
力
浅
薄
と
記
さ
れ
る
状
況
で
し
た
。

明
治
期
教
育
の
課
題
は
、
就
学
率
の
向
上
と
学

校
施
設
の
整
備
、
教
授
方
法
の
改
善
で
、
就
学

を
督
励
す
る
と
と
も
に
、
和
歌
山
県
師
範
学
校

を
設
け
る
な
ど
解
決
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま

た
、
同
十
二
年
に
は
師
範
学
校
内
に
和
歌
山
中
学

校
が
設
置
さ
れ
、
中
等
教
育
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

第
三
回
は
、
明
治
初
期
の
和
歌
山
県
組
織
の

有
様
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県

で
和
歌
山
藩
が
県
に
改
め
ら
れ
、
紀
伊
徳
川
家

に
よ
る
藩
政
が
終
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
十
一

月
二
十
二
日
に
は
田
辺
県
と
新
宮
県
が
統
合
さ

れ
る
な
ど
し
て
、
現
在
の
県
域
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

初
期
の
和
歌
山
県
政
は
、
同
五
年
に
県
令
北き

た

島じ
ま

秀ひ
で

朝と
も

が
県
名
を
「
名
草
県
」
に
改
め
る
よ
う

申
請
し
、
政
府
に
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
象
徴
す

る
よ
う
に
、
旧
藩
色
の
排
除
が
志
向
さ
れ
、
混

乱
が
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
混
乱
下
に
あ
っ

て
も
学
務
課
が

新
設
さ
れ
る
な

ど
し
て
県
の
業

務
が
繁
多
と
な

り
、
庁
舎
が
狭

く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
同
九
年

に
洋
風
の
初
代

県
庁
舎
が
建
設

さ
れ
た
こ
と
を

説
明
し
ま
し
た
。

第
１
回　

令
和
３
年
11
月
6
日
（
土
）

藩
か
ら
県
へ
―
和
歌
山
の
廃は

い
藩は

ん
置ち

県け
ん

―

　
　
　
　

講
師
：
平
良
聡
弘
研
究
員

第
２
回　

令
和
３
年
11
月
13
日
（
土
）

和
歌
山
県
に
お
け
る
明
治
期
学
校
教
育
の

は
じ
ま
り
と
展
開

　
　
　
　

講
師
：
馬
場
一
博

　
　
　
　
　
　
　

海
南
市
中
央
公
民
館
長

第
３
回　

令
和
３
年
11
月
27
日
（
土
） 

和
歌
山
県
政
の
黎れ
い
明め
い

　
―
新
置
県
の
歴
史
的
課
題
―

　
　
　
　

講
師
：
平
良
聡
弘
研
究
員


