
     

　
　
は
じ
め
に 

 

　
平
成
一
八
年
四
月
、
田
辺
市
出
身
の
玉
置
裕

氏
か
ら
当
文
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
史
料
に
小
川

家
文
書
と
名
付
け
た
文
書
群
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
文
書
群
の
中
に
非
常
に
興
味
深
い
史
料

が
二
点
見
つ
か
り
ま
し
た
。
一
点
は
伊
達
藤
二

郎
（
以
下
「
千
広
」
と
す
る
。
）
か
ら
小
川
英

二
郎
に
宛
て
た
書
状
（
資
料
番
号
い
―
２
）
で

あ
り
、
も
う
一
点
は
千
広
の
養
嗣
子
で
あ
る
伊

達
五
郎
か
ら
同
じ
く
小
川
英
二
郎
に
宛
て
た
書

状
（
同
い
―
３
）
で
あ
り
ま
す
。
何
が
興
味
深

い
か
と
い
う
と
、
千
広
か
ら
の
書
状
は
従
来
文

久
元
年
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
解
釈
だ
と
謎
が
多
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
書
状
の

背
景
か
ら
説
明
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。 

 

　
　
こ
と
の
起
こ
り 

 

　
そ
も
そ
も
伊
達
千
広
が 

　
　
「
忠
の
字
を
わ
す
れ
た
竹
の
す
ず
め
ど
の 

　
　
　
　
　
お
ど
り
が
過
ぎ
て
あ
み
の
乗
物
」 

　
　
「
伊
達
つ
ら
が
踊
く
る
ひ
し
に
は
雀 

　
　
　
　
　
ま
が
り
し
竹
の
外
し
ら
ず
し
て
」 

な
ど
（『
小
梅
日
記
』
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三

一
月
二
日
条
所
収
）
と
揶
揄
さ
れ
な
が
ら
和
歌

山
城
下
を
追
放
さ
れ
て
、
田
辺
安
藤
家
に
幽
閉

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
嘉
永
五
年
も
押
し 

     

せ
ま
っ
た
師
走
の
こ
と
で
し
た
。
伊
達
千
広
は

本
居
大
平
の
門
下
で
加
納
諸
平
や
長
沢
伴
雄
等

と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
俊
秀
と
し
て
有
名
で

す
が
、
同
時
に
政
治
的
手
腕
も
か
な
り
評
価
さ

れ
、
第
一
〇
代
藩
主
の
治
宝
に
重
用
さ
れ
寺
社

奉
行
や
勘
定
奉
行
等
を
歴
任
し
ま
し
た
。 

  

と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
の
一
二
月
二
三
日
突
然 

　
　「
品
々
如
何
敷
趣
相
聞
候
段
従
　
公
辺 

　
　
　之
御
趣
意
も
有
之
候
ニ
付
安
藤
飛
騨 

　
　
　守
江
御
預
」 

（
当
館
所
蔵
　
文
久
元
年
伊
達
五
郎
書
き
上
げ

の
「
系
譜
」
よ
り
）
と
い
う
処
分
を
言
い
渡
さ

れ
た
こ
と
か
ら
事
が
始
ま
り
ま
す
。 

　
こ
の
失
脚
劇
の
裏
に
は
隠
居
後
も
藩
内
で
実

権
を
握
り
続
け
て
い
た
治
宝
の
死
を
き
っ
か
け

と
し
て
一
挙
に
吹
き
出
し
た
「
江
戸
派
」
と 

「
お
国
派
」
と
の
間
の
対
立
が
あ
り
、
彼
と
同

様
に
多
く
の
治
宝
派
の
家
臣
達
が
粛
正
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
中
に
は
当
然
の
ご
と
く
養
嗣
子
の

伊
達
五
郎
も
含
ま
れ
て
い
て
、
城
下
十
里
外
追

放
の
処
分
を
受
け
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
突
然
の
処
分
か
ら
伊
達
千
広
は
九
年
半

の
長
き
に
わ
た
っ
て
田
辺
で
不
自
由
な
生
活
を

余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

　
　
千
広
か
ら
の
書
状 

 

　
さ
て
、
問
題
の
書
状
が
ど
う
い
う
も
の
か
を

知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
田
辺
に
「
お

預
け
」
と
な
っ
た
千
広
か
ら
の
長
期
に
わ
た
っ

て
安
藤
候
及
び
そ
の
家
臣
達
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

恩
恵
を
蒙
っ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
す
。 

　
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
が
赦

免
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

　
以
下
に
全
文
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

　
　
一
筆
致
啓
上
候
向
暑
之
節
御
座
候
処 

　
　
弥
御
安
全
御
入
被
成
候
半
与
萬
々
奉 

　
　
賀
候
　
然
者
野
生
義
今
般
慎
　
御
免 

　
　
被
仰
出
難
有
仕
合
奉
存
候
　
誠
ニ
以 

　
　
永
々
　
御
館
様
之
御
恩
恵
を
蒙
り
及 

　
　
貴
所
様
ヲ
初
御
高
配
を
以
此
度
之
拝 

　
　
命
ニ
至
り
候
段
御
禮
難
尽
紙
　
難
有 

　
　
仕
合
奉
存
候
　
先
者
右
御
禮
申
上
度 

　
　
如
此
御
坐
候 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
惶
謹
言 

 

　
　
　
　
伊
達
藤
二
郎 

　
　
　
　
　
　
　
　
宗
廣
　
（
花
押
） 

 

　
　
　
　
五
月
十
三
日 

 

　
　
　
小
川
英
二
郎
様 

 

　
　
尚
々
時
候
御
自
愛
　
奉
萬
寿
候
随
而 

　
　
野
生
無
異
ニ
罷
在
候
条
乍
慮
外
御
放 

　
　
慮
可
成
下
候
　
先
達
而
罷
帰
候
砌
よ 

　
　
り
御
禮
書
を
も
可
差
出
之
処
慎
中
ニ 

　
　
付
同
苗
五
郎
よ
り
御
禮
申
上
候
処
御 

　
　
役
書
其
上
拝
戴
物
を
も
い
た
し
候
段 

　
　
御
厚
懇
之
至
深
報
謝
候
　
随
而
此
二 

　
　
品
任
御
便
差
出
候
　
御
一
燦
被
下
候 

　
　
ハ
ハ
致
大
慶
候
　
先
者
早
々
□
□
候 

と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
前
半
の
部
分
は
全
く 

何
の
問
題
も
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
後

半
の
「
尚
々
書
」
の
部
分
に
注
目
す
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。 

                                

　
　
問
題
の
所
在 

     　
さ
て
、
「
尚
々
書
」
の
部
分
に
は
「
先
達
而 

文書館だより 

６ 

小
川
英
二
郎
宛
伊
達
藤
二
郎

小
川
英
二
郎
宛
伊
達
藤
二
郎 

　
　
　
　
及
び
同
五
郎
書
状
を
め
ぐ
る
謎

　
　
　
　
及
び
同
五
郎
書
状
を
め
ぐ
る
謎 
小
川
英
二
郎
宛
伊
達
藤
二
郎 

　
　
　
　
及
び
同
五
郎
書
状
を
め
ぐ
る
謎 

小
川
家
文
書
よ
り

小
川
家
文
書
よ
り 

小
川
家
文
書
よ
り 
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罷
帰
候
砌
よ
り
御
禮
書
を
も
可
差
出
之
処
慎
中

ニ
付
」
云
々
と
い
う
記
述
が
見
え
ま
す
。 

　
そ
も
そ
も
伊
達
千
広
が
田
辺
幽
閉
の
身
を
解

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
観
自
在
院
（
第
八

代
藩
主
重
倫
）
の
三
十
三
回
忌
法
要
を
営
む
に

あ
た
っ
て
の
特
赦
と
い
う
の
が
表
面
的
な
理
由

で
す
。
そ
の
法
要
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

五
月
晦
日
で
、
彼
に
正
式
に
赦
し
が
下
り
た
の

は
翌
六
月
二
日
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
千
広
が

縁
者
に
伴
わ
れ
て
田
辺
を
離
れ
た
の
は
更
に
そ

の
二
日
後
の
六
月
四
日
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
『
田
辺
町
大
帳
』
や
『
田
辺
御
用
留
』
が
は

っ
き
り
と
記
録
し
て
い
ま
す
。 

　
と
な
る
と
、
先
の
文
言
は
一
体
ど
う
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
千
広
は
既
に
帰
和
し
て

い
て
、
そ
の
と
き
か
ら
お
礼
状
を
出
さ
な
け
れ

ば
と
思
い
な
が
ら
も
謹
慎
中
で
も
あ
り
、
と
述

べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
日
付
が
五
月
十
三
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
一
方
で
謹
慎
を
解
か
れ
た
こ
と
は
安
藤
候
以

下
皆
様
の
ご
高
配
の
賜
物
で
あ
る
、
と
喜
び
な

が
ら
、
ま
た
一
方
で
ま
だ
謹
慎
中
の
身
で
あ
る

た
め
息
子
五
郎
に
礼
状
を
出
さ
せ
た
、
と
記
し

て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
に
謎
で
す
。 

 

　
　
五
郎
か
ら
の
書
状 

 

　
と
こ
ろ
で
、
伊
達
五
郎
は
養
父
の
特
赦
の
前

日
の
文
久
元
年
六
月
一
日
に
赦
さ
れ
て
藩
籍
に 

戻
っ
て
い
ま
す
（
宗
興
翁
履
歴
よ
り
）
。
そ
の 

こ
と
は
五
郎
が
文
久
元
年
に
藩
庁
へ
「
系
譜
」

を
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

　
そ
の
五
郎
か
ら
小
川
英
二
郎
に
宛
て
た
書
状

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
一
部
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。 

　
　
　
一
筆
啓
上
仕
候
入
薄
暑
候 

　
　
　
先
以
被
為
揃
愈
御
清
祐 

　
　
　
被
成
御
起
居
欣
然
之
至 

　
　
　
奉
敬
賀
候
然
ハ
拙
父
義 

　
　
　
今
日
慎
之
義 

　
　
　
御
免
被
仰
出
誠
ニ
以 

　
　
　
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候 

　
　
　
是
迄
於 

　
　
　
御
館
様
長
々
蒙
御
恩
恵 

　
　
　
今
般
段
々
御
宥
免
之
御
処
置 

　
　
　
深
々
難
有
奉
存
候
依
之 

　
　
　
不
取
敢
御
礼
御
吹
聴
申
上
度 

　
　
　
寸
言
呈
上
仕
候
猶
後
信 

　
　
　
萬
々
可
申
上
候
　
　
恐
惶
謹
言 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
達
五
郎 

　
　
　
　
五
月
十
日 

 

　
　
　
小
川
英
二
郎
様  

御
中 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
） 

 

と
い
う
も
の
で
、
内
容
は
非
常
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。 

　
そ
こ
で
先
ず
、
日
付
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
千
広
よ
り
わ
ず
か
に
三
日
前

で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
書
状
は
千
広
の
書
状

の
記
述
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。
親
子
で
同
じ
月

に
出
す
書
状
の
日
付
を
間
違
え
る
と
い
う
こ
と

は
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
二
通
の

書
状
は
同
じ
年
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
風

に
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
こ
の
書
状
で
は
「
今
日
慎
之
義
御
免
被
仰
出
」 

と
記
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
「
段
々
御
宥
免
之 

御
処
置
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
述 

に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
千
広
は
帰
和
し
た

際
に
完
全
に
赦
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
徐
々
に

許
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

　
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
先
の
「
系
譜
」

に
は 

 

　
　
文
久
元
年
六
月
二
日
　
品
々
如
何
敷
趣 

　
　
相
聞
候
段
従
　
公
辺
之
御
趣
意
も
有
之 

　
　
先
年
安
藤
飛
騨
守
江
御
預
田
辺
江
差
遣 

　
　
候
得
共
此
度 

　
　
観
自
在
院
様
三
十
三
回
御
忌
御
法
事
之 

　
　
為
御
赦
右
御
預
被
成 

　
　
御
免
一
類
方
江
引
取
慎
せ
置 

　
　
可
申
旨
被
　
仰
付
候 

 

と
の
記
載
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
六

月
二
日
の
特
赦
は
あ
く
ま
で
田
辺
か
ら
の
解
放

で
あ
っ
て
、
謹
慎
処
分
の
完
全
解
除
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

                   

　
そ
れ
で
は
、
千
広
は
何
時
完
全
に
赦
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

　
　
お
わ
り
に 

 

　
ど
う
や
ら
、
五
郎
の
書
状
に
あ
る
「
今
日
慎

之
義
御
免
」
と
「
段
々
御
宥
免
之
御
処
置
」
と

い
う
記
述
と
を
併
せ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

り
そ
う
で
す
。 

　
五
郎
の
書
状
で
は
「
今
日
慎
之
義
御
免
」
と

あ
り
ま
す
か
ら
、
五
月
十
日
に
完
全
に
赦
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
千
広
が
彼

に
礼
状
を
出
す
よ
う
指
示
し
た
の
は
も
っ
と
以

前
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
そ
千
広
は
自
ら
の
書
状
で
は
、
「
ま
だ
慎
み

中
な
の
で
」
と
書
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
結
果
と
し
て 

　
　
①
日
付
に
間
違
い
は
な
い
。 

　
　
②
千
広
は
帰
和
後
も
謹
慎
し
て
い
た
。 

と
い
う
二
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
帰

藩
後
の
五
郎
の
動
向
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
五
郎
は
文
久
元
年

六
月
一
日
に
藩
籍
に
戻
り
、
そ
の
後
国
事
に
東

奔
西
走
し
ま
す
が
、
「
宗
興
翁
履
歴
」
は
翌
二

年
八
月
に
は
「
藩
庁
へ
届
捨
」
て
一
家
を
挙
げ

て
脱
藩
し
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
系

譜
」
の
表
紙
に
「
文
久
二
戌
十
一
月
廿
七
日
家

内
召
連
立
退
断
絶
」
と
い
う
貼
り
紙
が
あ
り
、

横
井
鉄
捜
『
脱
走
始
末
』
も
同
日
に
脱
出
し
た

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
実
際
に
こ
の
二
通
の
書
状

が
出
さ
れ
た
の
は
文
久
元
年
で
は
な
く
文
久
二

年
で
あ
っ
て
、
五
郎
が
一
家
を
挙
げ
て
再
び
脱

藩
す
る
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
判
断
せ

ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
と
言
え
そ
う
で
す
。 

                  

　
　
　
　
（
須
山
高
明
） 
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