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文書館だより
粒
と
粉

　

近
年
、
食
料
の
価
格
高
騰
や
不
足
に
よ
る

社
会
の
混
乱
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
食
糧
自
給
率
が
低
く
、
食
料
の
多
く
を

輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
が
、
主
食
と
な
る
米
の

生
産
は
国
内
で
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
米
の
消
費
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
米

は
ご
飯
と
し
て
粒
で
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
上

新
粉
（
粳
う
る
ち

米
の
粉
）
や
白
玉
粉
（
糯も
ち

米
の
粉
）

の
よ
う
に
、
粉
に
挽ひ

い
て
食
べ
て
い
る
の
で
、

粒
食
と
粉
食
の
両
方
の
食
べ
る
機
会
を
増
や
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
米
を
粉
に
し

た
米
粉
は
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
あ
る
食
材
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
米
粉
は
ど
の

よ
う
に
調
理
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
点
を
、
神
々
の
食
事
で
あ
る
神し
ん

饌せ
ん

か
ら
取
り

上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
神
饌
は
、
洗
い
米
・
塩
・
酒
・
餅
・

野
菜
・
魚
な
ど
を
手
を
加
え
ず
に
そ
の
ま
ま
供

え
ま
す
。
こ
れ
と
は
違
っ
て
、
特
殊
神
饌
や
熟
じ
ゅ
く

饌せ
ん

と
呼
ば
れ
る
古
い
様
式
を
伝
え
る
神
饌
は
、

私
た
ち
の
食
事
と
同
じ
よ
う
に
煮
炊
き
な
ど

の
調
理
を
し
て
供
え
ま
す
。
神
を
祭
る
様
式
は
、

前
々
か
ら
伝
え
ら
れ
た
形
の
ま
ま
行
い
、
そ

の
形
を
さ
ら
に
先
へ
伝
え
る
事
を
重
視
し
ま
す
。

神
饌
の
中
に
は
、
古
く
か
ら
の
調
理
法
や
食
文

化
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。

丹
生
都
比
売
神
社
の
神
饌

　

高
野
山
鎮
守
丹
生
都
比
売
神
社
（
か
つ
ら
ぎ

町
上
天
野
）
は
、
一
年
間
に
五
十
三
度
の
神
事

り
・

（
あ
め
）
を
供
え
ま
し
た
。
こ
の
他

に
、
ご
飯
や
神
酒
・
甘
酒
が
準
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

名
前
か
ら
は
見
当
も
付
か
な
い
神
饌
（
は
し

り
や
と
こ
ろ
な
ど
）
も
あ
り
ま
す
が
、
＊
を
付

け
た
も
の
が
米
粉
を
調
理
し
た
神
饌
で
す
。

　

伏ぶ

と兔
と
曲ま
が
り
（
以
下
、
カ
タ
カ
ナ
で
記
し
ま

す
）
は
ど
ち
ら
も
揚
げ
菓
子
で
、
日ひ
の
く
ま前
・
国
く
に
か
か
す懸

宮
（
和
歌
山
市
秋
月
）
、
伊
勢
神
宮
（
三
重
県

伊
勢
市
）
、
熱
田
神
宮
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
、

春
日
大
社
（
奈
良
県
奈
良
市
）
な
ど
の
古
社
で

神
饌
と
し
て
供
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
春
日
大

社
の
ブ
ト
は
食
べ
や
す
く
改
良
さ
れ
て
、
お
土

産
物
の
饅ま
ん
じ
ゅ
う頭に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
丹
生

都
比
売
神
社
の
江
戸
時
代
の
記
録
（
「
丹
生

宮
惣
神
主
家
年
中
雑
記
之
控
」
『
日
本
祭
礼
行

事
集
成
』
第
三
巻
）
で
は
、
ブ
ト
・
マ
ガ
リ
・

団だ
ん
ご子
（
お
と
り
と
記
す
資
料
も
あ
り
ま
す
）
用

に
黒
米
一
斗
六
升
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
内
一

斗
四
升
が
ブ
ト
・
マ
ガ
リ
用
、
二
升
が
団
子
用

で
し
た
。
黒
米
は
十
三
日
に
ひ
き
臼
で
粉
に
し

て
、
十
五
日
に
調
理
し
ま
し
た
。
米
粉
を
こ
ね

て
、
ブ
ト
は
円
形
に
延
ば
し
半
分
に
折
り
重
ね
、

が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
神
事
ご
と
に
様
々
な
神

饌
が
供
え
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
豊
作
を
祈
願

す
る
御
田
祭
（
一
月
第
三
日
曜
日
）
に
特
殊
神

饌
が
伝
わ
り
、
盛
り
付
け
方
も
独
特
で
す
。
御

田
祭
の
中
で
は
、
田た

づ
女め

と
礼れ
い

の
坊ぼ
う

が
神
饌
を

持
っ
て
登
場
し
ま
す
。
田
づ
女
の
持
つ
田た
じ
き食

（
写
真
１
右
）
は
ご
飯
・
大
根
・
人
参
を
、
礼

の
坊
の
持
つ
休や
す

神み

酒き

（
写
真
１
左
）
は
、
酒
・

牛ご

蒡ぼ
う

・
豆
腐
・
筍
た
け
の
こを
盛
り
付
け
ま
す
。
ご
飯
は

器う
つ
わに
盛
る
の

で
は
な
く
、

常
緑
樹
の
ユ

ズ
リ
ハ
で
包

み
ま
す
。
大

根
・
人
参
・

牛
蒡
・
豆
腐

は
拍
子
木
切

り
に
し
て
、

生
の
ま
ま
で

井い

桁げ
た

に
組
み

上
げ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
記
録
（
当
館
寄
託
丹
生
家
文
書
、

資
料
番
号
た
176
ー
１
「
御
供
所
年
中
行
事
」
）

に
よ
る
と
、
牛
蒡
は
白
あ
え
に
、
豆
腐
は
醤
油

で
煮
付
け
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
殊
神
饌

は
こ
の
様
に
調
理
を
行
い
、
そ
の
盛
り
付
け
方

に
も
独
特
の
作
法
が
あ
り
ま
し
た
。

　

二
月
十
六
日
と
十
一
月
十
六
日
の
御
祭
で
は
、

本
殿
に
は
二
膳
、
末
社
に
は
一
膳
の
神
饌
を
供

え
ま
し
た
（
写
真
２
）
。
本
殿
の
一
の
膳
に
は

興お
こ
し
ご
め
米
・
伏＊
ぶ
と兔
・
曲
＊
ま
が
り・
餅
を
供
え
、
一
宮
は
十
一

ず
つ
、
二
宮
は
十
ず
つ
、
三
・
四
宮
は
六
ず
つ

と
供
え
る
数
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
二
の
膳

に
は
、
曲＊

・
伏＊

兔
・
沓く
つ

形が
た

餅も
ち

（
ひ
ょ
う
た
ん
形

の
薄
い
餅
）
・
団＊
だ
ん
ご子
・
草と
こ
ろ薢
（
い
も
）
・
は
し

ギ
ョ
ウ
ザ
の
よ
う
に
閉
じ
ま
し
た
。
マ
ガ
リ
は

ひ
も
状
に
延
ば
し
て
結
び
ま
す
（
図
１
）
。
そ

し
て
ど
ち
ら
と
も
油
で
揚
げ
ま
す
。
こ
れ
は
米

粉
で
作
っ
た
ド
ー
ナ
ツ
の
様
な
食
べ
物
で
す
が
、

味
付
き
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
大
正
時

代
の
記
録
（
『
丹
生
都
比
売
神
社
史
』
）
で
は
、

小あ
ず
き豆
と
砂
糖
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ブ
ト

は
あ
ん
こ
を
入
れ
て
あ
ん
ド
ー
ナ
ツ
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

団
子
は
、
種
々
の
記
録
を
総
合
す
る
と
、
米

粉
で
作
っ
た
団
子
五
つ
と
七
つ
が
串
に
刺
し
て

あ
っ
た
様
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
食
材
と
な
っ
た
黒
米
は
、
赤
米
・

紫
米
な
ど
と
共
に
古
代
米
と
総
称
さ
れ
て
い
る

原
種
に
近
い
米
が
、
丹
生
都
比
売
神
社
で
も
栽

培
さ
れ
て
い
た
の
か
と
興
味
を
引
き
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
資
料
を
読
み
進
め
る
と
「
（
餅

搗
用
の
餅
米
を
）
白
に
致
し
置
き
申
す
べ
き
」

（
丹
生
家
文
書
た
427
「
御
神
用
年
中
行
事
」
）

と
の
記
述
が
あ
り
、
白
と
黒
の
対
比
か
ら
、
白

米
に
対
し
て
黒
米
と
は
精
米
し
て
い
な
い
玄
米

を
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

米
粉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
興お
こ
し
ご
め米も
米
を
調

理
し
た
神
饌
で
す
。
興
米
は
今
の
粟あ
わ

お
こ
し
の

こ
と
で
、
興
米
は
平
安
時
代
の
法
律
書
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』
に
神
饌
と
し
て
供
え
る
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
し
た
。
粟
お
こ
し

は
、
そ
の
名
前
の
通
り
粟
か
ら
作
る
事
も
あ
り

ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
米
で
作
り
ま
す
。
粟

写真１　御田祭の神饌

写真２　御祭の神饌（「御供所年中行事」）

図１　ブトとマガリ
　　　（『丹生都比売
　　　 神社史』Ｐ254
　　　 からトレース）

  
米
粉
の
供
え
物

米
粉
の
供
え
物
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文書館だより

写真８　おしとぎ餅入りの味噌汁

粒
の
よ
う
に
細
か
い
煎い

り
米
を
水
あ
め
で
固
め

て
作
る
の
で
、
粟
お
こ
し
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

丹
生
都
比
売
神
社
の
興
米
は
、
十
四
日
に
餅

米
一
斗
四
升
を
煎
り
、
翌
日
十
五
日
に
餅
米
の

粉
一
升
（
資
料
に
は
「
お
こ
し
米
の
り
の
粉
」

と
注
記
が
あ
り
ま
す
）
を
糊の
り

に
し
て
、
煎
っ
た

餅
米
を
固
め
て
五
十
一
枚
を
調
理
し
ま
し
た

（
前
掲
「
年
中
雑
記
之
控
」
）
。
餅
米
粉
を
水

で
溶
い
て
火
に
か
け
た
糊
で
固
め
る
の
で
す
か

ら
、
水
あ
め
で
固
め
た
粟
お
こ
し
の
よ
う
に
甘

く
美
味
し
い
物
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

お
し
と
ぎ
餅

　

米
粉
を
使
っ
た
神
饌
と
し
て
、
揚
げ
菓
子

の
ブ
ト
や
マ
ガ
リ
の
ほ
か
に
、
シ
ト
ギ
と
呼
ば

れ
る
神
饌
が
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
和
歌
山
県
下
で
は
、
日
前
・
国
懸
宮
の
一

年
間
の
祭
礼
を
書
き
上
げ
た
資
料
（
当
館
紀
要

第
七
号
に
翻
刻
が
あ
り
ま
す
）
に
「
粢し
と
ぎ」
と
あ

る
の
が
唯
一
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
、

白
浜
町
立
ヶ
谷
の
祭
り
で
、
米
粉
で
作
っ
た
シ

ト
ギ
餅
を
神
饌
と
し
て
供
え
て
い
る
事
を
知
り

ま
し
た
（
白
浜
町
教
育
委
員
会
編
『
白
浜
の
祭

り
』
）
。

　

立
ヶ
谷
は
白
浜
温
泉
の
入
口
に
当
た
り
、
近

畿
大
学
の
水
産
研
究
所
と
養
魚
場
が
近
く
に
あ

り
ま
す
。
旧
暦
八
月
一
日
（
現
在
は
旧
暦
八
月

一
日
に
近
い
土
日
）
に
太
刀
ヶ
谷
神
社
の
祭
礼

立
ヶ
谷
の
字あ
ざ

祭
り
が
行
わ
れ
、
こ
の
時
に
シ

ト
ギ
餅
を
供
え
ま
す
。
地
元
で
は
「
お
し
と
ぎ

餅
」
と
か
「
お
し
と
ぎ
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

　

立
ヶ
谷
の
祭
り
は
、
家
並
み
順
に
勤
め
る
ト

ウ
ヤ
が
取
り
仕
切
り
ま
す
。
ト
ウ
ヤ
に
当
た
っ

た
家
に
は
、
玄
関
に
し
め
縄
を
張
り
、
庭
先
に

は
大
き
な
幟の
ぼ
りを
立
て
て
ト
ウ
ヤ
の
目
印
と
し
ま

す
（
写
真
３
）
。

　

祭
り
当
日
は
、
早
朝
か
ら
ト
ウ
ヤ
の
家
で

餅
撒
き
用
の
餅
を
搗
き
、
餅
搗
き
が
終
わ
る
と
、

同
じ
臼
と
杵
で
シ
ト
ギ
餅
を
作
り
ま
し
た
。
一

升
二
合
の
粳
う
る
ち

米
を
洗
い
、
臼
に
入
れ
、
二
人
一

組
で
交
代
し
な
が
ら
、
杵
で
す
り
つ
ぶ
し
て
米

を
粉
に
し
ま
し
た
。
三
時
間
ほ
ど
は
か
か
っ

た
と
言
い
ま
す
。
杵
を
使
う
二
人
は
両
親
の
そ

ろ
っ
た
青
年
で
、
わ
ら
じ
を
履
き
、
米
を
す
り

つ
ぶ
す
間
は
し
ゃ
べ
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
臼
に
は
、
少
し
束
ね
た
わ
ら
三

束
が
立
て
か
け
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
は
地

区
の
人
も
少
な
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
作
業
負
担

が
あ
ま
り
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
餅
は

あ
ら
か
じ
め
購
入
し
、
米
は
ひ
き
臼
で
挽
い
て

粉
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

米
粉
が
で

き
る
と
、
水

加
減
を
見
な

が
ら
こ
ね
て
、

大
き
な
丸
餅

を
二
つ
作
り

ま
す
。
こ
れ

が
お
し
と
ぎ

餅
で
す
（
写

真
４
）
。
お

し
と
ぎ
餅
は

南
天
の
葉
を

敷
い
た
重
箱
に
入
れ
て
南
天
の
枝
の
箸
を
添
え
、

ト
ウ
ヤ
の
家
の
床
の
間
に
、
大
御
幣
や
そ
の
他

の
神
饌
と
一
緒
に
供
え
ま
す
。
古
く
か
ら
伝

わ
る
塗
り
の
膳
に
は
、
ご
飯
・
味
噌
汁
・
煮
物

（
高
野
豆
腐
・
人
参
・
ナ
ス
・
牛
蒡
・
昆
布
）

を
盛
り
付
け
、
貴
方
の
御
膳
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
（
写
真
５
、
平
成
二
十
一
年
か
ら
は
集
会
所

に
供
え
て
い
ま
す
）
。

　

準
備
が
調
う
と
神
職
は
祝
詞
を
上
げ
、
ト
ウ

ヤ
は
大
御
幣
を
、
地
区
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
神

饌
を
持
っ
て
ト
ウ
ヤ
宅
を
出
立
し
太
刀
ヶ
谷
神

社
へ
向
か
い
ま
す
（
写
真
６
）
。
神
社
で
は
神

前
に
神
饌
を
供
え
、
ト
ウ
ヤ
が
持
っ
て
き
た
大

御
幣
を
振
っ
て
拝
礼
し
ま
す
。
次
に
、
お
し
と

ぎ
餅
を
南
天
の
箸
で
一
箸
取
り
神
前
に
供
え
ま

す
。
そ
し
て
祝
詞
を
上
げ
、
参
列
者
は
玉
串
を

納
め
て
拝
礼

し
ま
す
。
神

社
で
の
神
事

が
終
わ
る
と
、

太
刀
ヶ
谷
神

社
の
旧
社
地

（
地
元
で
は

元も
と
み
や宮
と
呼
ん

で
い
ま
す
）

に
向
か
い
、

旧
社
地
で
も

同
様
に
神
事

が
あ
り
ま
す

（
写
真
７
）
。

す
べ
て
の
神

事
が
終
わ
る

と
、
集
会
所

へ
帰
り
直な
お
ら
い会

が
あ
り
ま
す
。

　

昔
の
直
会

は
、
ト
ウ
ヤ

の
自
宅
で
行

わ
れ
て
い
ま

し
た
。
立
ヶ

谷
は
海
に
近
い
地
区
な
の
で
、
ト
ウ
ヤ
に
当
た

る
と
生い
け
す簀
を
設
け
て
、
捕
っ
た
魚
を
入
れ
て
も

ら
っ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
祭
り
の
時
に

は
そ
の
魚
を
料
理
し
て
振
る
舞
い
、
祭
り
の
間

は
家
で
料
理
を
す
る
事
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

直
会
で
必
ず
出
さ
れ
る
料
理
は
、
お
し
と
ぎ
餅

が
入
っ
た
味
噌
汁
で
す
（
写
真
８
）
。
神
前
か

ら
持
ち
帰
っ
た
お
し
と
ぎ
餅
を
、
手
で
適
当
な

大
き
さ
に
つ
ま
み
取
っ
て
煮
込
み
ま
し
た
。
こ

れ
は
餅
入
り
に
な
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
ど
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
か
と
言
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

団
子
入
り
の
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

噌
汁
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
味
噌
汁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飲
む
と
、
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
健
康
で
無
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息
災
と
伝
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
よ
う
に
、

油
で
揚
げ
る
、
丸
く
形
作
っ
て
餅
に
す
る
、
熱

を
加
え
て
団
子
に
す
る
な
ど
、
米
粉
は
様
々
に

調
理
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。　

（
伊
藤
信
明
）

写真３　トウヤの庭
　　　　先の幟

写真５　床の間の祭壇

写真４　おしとぎ餅

写真６　太刀ヶ谷神社への渡御行列

写真７　神前で拝礼するトウヤ
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和
歌
海
苔
は
江
戸
期
以
来
の
名
産
品
で
し
た
。

『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
「
紫あ
ま
の
り菜
若
山
に
て
和

歌
ノ
リ 

又
妹
背
ノ
リ 

海あ

ま部
郡
雑
賀
荘
和
歌
浦

の
産
其
製
武
州
浅
草
海
苔
に
類
し
て
頗
す
こ
ぶ
る

上
品
な

り
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
①
は
和
歌
の
浦

の
名
所
や
名
産
品
を
紹
介
し
た
刷
り
物
で
、
少

な
く
と
も
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
以
前
の
も

の
で
す
。
左
端
の
名
産
の
部
に
「
和
歌
の
り
」

と
あ
り
ま
す
。
②
は
明
治
末
頃
、
奠
供
山
か
ら

見
た
採
藻
場
で
す
。
よ
く
見
る
と
不
老
橋
の
内

側
に
も
海
苔
を
付
着
さ
せ
る
た
め
の
メ
ダ
ケ
が

植
え
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
所
で
の
海

苔
採
取
を
知
る
人
は
今
は
い
な
い
よ
う
で
す
。

和
歌
浦
小
学
校
校
歌
に
「
海
苔
の
笹
立
つ
藻
く

づ
川
（
和
歌
川
）
」
と
あ
り
ま
す
が
、
片
男
波

を
す
る
場
所
を
決
め
る
場
所
わ
り
を
海
苔
組

合
の
役
員
が
行
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
海
上

で
の
力
仕
事
は
男
性
が
担
当
し
、
「
う
み
ま

わ
り
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
海
苔
の
取
り
入
れ

は
、
年
に
よ
っ
て
多
少
違
う
も
の
の
概
ね
一
一

月
末
〜
一
二
月
は
じ
め
よ
り
三
月
に
か
け
て
で

す
。
水
温
が
上
昇
す
る
と
ア
オ
サ
が
混
じ
っ
て

良
く
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
（
青
海
苔
が
入
っ

た
海
苔
は
、
現
在
で
は
「
ま
ぜ
海
苔
」
「
錦
海

苔
」
な
ど
と
い
っ
て
独
特
の
風
味
が
あ
る
と
し

て
か
え
っ
て
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
）
海
苔
の
採

取
は
ビ
ク
と
「
エ
ン
シ
ュ
」
（
語
源
は
不
明
で

す
。
）
と
呼
ば
れ
る
直
径
六
〇
セ
ン
チ
く
ら
い

の
タ
ケ
か
ご
を
使
い
ま
し
た
。
ビ
ク
に
取
り

入
れ
た
海
苔
を
エ
ン
シ
ュ
に
移
し
替
え
ま
す
が
、

エ
ン
シ
ュ
一
杯
で
約
二
千
枚
の
海
苔
と
な
っ
た

そ
う
で
す
。
採
取
は
干
潮
時
に
行
い
、
良
い
状

態
で
あ
れ
ば
タ
ケ
に
は
り
つ
い
た
海
苔
が
座
布

の
砂さ

し嘴
で
外
海
と
区
画
さ
れ
、
淡
水
と
海
水
が

適
度
に
混
ざ
る
和
歌
川
河
口
部
は
格
好
の
海

苔
養
殖
場
で
し
た
。
海
に
近
い
下
手
の
採
藻
場

は
よ
り
色
の
良
い
海
苔
が
出
来
、
み
お
筋
（
潮

が
引
い
て
も
水
路
の
よ
う
に
深
い
と
こ
ろ
）
近

く
が
良
く
採
れ
た
よ
う
で
す
。
大
正
五
年
度
の

和
歌
海
苔
の
生
産
状
況
は
紀
伊
毎
日
新
聞
に
よ

る
と
、
養
殖
地
の
面
積
は
六
五
，
五
七
〇
坪
で
、

産
額
は
三
一
，
九
六
〇
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

③
は
明
治
末
〜
大
正
ご
く
初
期
の
和
歌
川

河
口
・
旭
橋
下
流
の
海
苔
養
殖
場
で
す
。
メ
ダ

ケ
が
び
っ
し
り
と
植
え
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
採
藻
場
に
は
す
べ
て
「
キ
ス
ゴ
」
「
鎗

先
」
「
蔵
下
」
等
の
固
有
の
名
が
付
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
海
苔
養
殖
用
の
メ
ダ
ケ
は
四
国
や

九
州
方
面
ま
で
買
い
付
け
に
出
向
き
、
枝
ぶ
り

が
良
い
の
を
選
び
ま
し
た
。
毎
年
九
月
二
五
日
、

こ
の
タ
ケ
を
植
え
込
む
区
画
の
割
り
当
て
を
定

め
る
た
め
、
ク
ジ
入
れ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
場
所
に
よ
っ
て
海
苔
の
と
れ
高
が
違
う
た

め
で
す
。
ク
ジ
入
れ
の
前
に
は
良
い
場
所
を
引

き
当
て
る
よ
う
に
と
海
南
市
孟
子
の
不
動
尊
に

参
詣
し
た
と
い
い
ま
す
。
今
も
不
動
尊
に
は
大

正
期
に
海
苔
生
産
関
係
者
が
奉
納
し
た
と
み
ら

れ
る
絵
馬
が
残
り
ま
す
。
割
り
当
て
が
決
ま
る

と
場
所
に
応
じ
た
長
さ
に
タ
ケ
を
切
り
ま
す
。

タ
ケ
を
植
え
込
む
作
業
は
「
タ
ケ
さ
し
」
と
い

い
、
胴
グ
ツ
を
は
い
て
の
作
業
で
す
。
ユ
リ
コ

ミ
と
呼
ば
れ
る
長
い
棒
（
先
端
が
鉄
製
に
な
っ

て
い
る
）
を
斜
め
に
差
し
、
揺
す
り
な
が
ら
穴

を
あ
け
ま
す
。
メ
ダ
ケ
二
本
一
組
で
根
元
を
縄

で
く
く
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
ユ
リ
コ
ミ
に
沿

わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
ユ
リ
コ
ミ
を
引
き
抜
く

と
同
時
に
差
し
入
れ
ま
す
。
差
し
入
れ
て
か
ら

タ
ケ
の
上
部
を
両
手
で
持
ち
、
少
し
開
き
ま
す
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
（
九
月
始
め
頃
）
タ
ケ
さ
し

②　和歌川河口と不老橋付近の海苔養殖

  
和
歌
海
苔
作
り
の
風
景

③　メダケを使った養殖は昭和43年を最後に姿を消しました。

④　③の現況

①　和歌浦（わかのうら）名所記
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最
も
古
い
和
歌
山
の
寺
子
屋

　

近
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
の
城
下

町
和
歌
山
の
庶
民
教
育
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

従
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
こ
と
は
平
成
二
年
に
開
か
れ
た
和
歌
山

市
立
博
物
館
の
夏
期
企
画
展
の
図
録
で
あ
る

『
紀
州
の
藩
学
と
庶
民
教
育
』
の
解
説
で
も

は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
寺
子
屋
の
始
ま
り
さ
え
よ

く
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
事
自
体
は
不
思
議
で
も
何
で

も
な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
多
く
の
藩
で

は
寺
子
屋
の
開
業
に
は
制
限
も
加
え
な
け
れ

ば
、
そ
こ
で
の
教
授
内
容
に
も
干
渉
を
加
え

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
世
初
期
の
記
録
と
し
て
知

ら
れ
る
「
祖
竹
志
」
（
湯
橋
里
政
編
）
に

　

一
同
（
寛
永
）
八
辛
未
年
八
月
六
日
ニ
手
習

　
　

ノ
寺
入
仕
候
明
ル
申
ノ
年
中
な
ら
い
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　

）
内
筆
者
註

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
の
里

政
は
一
一
歳
で
し
た
が
、
こ
の
記
述
か
ら
す

る
と
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
八
月
か
ら
翌

年
末
ま
で
の
お
よ
そ
一
年
半
の
間
寺
子
屋
に

通
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
確

認
で
き
る
城
下
町
寺
子
屋
の
最
も
古
い
も
の

で
す
が
、
残
念
な
の
は
何
処
の
誰
に
寺
入
り

し
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
こ

の
時
の
彼
が
武
士
の
子
弟
（
後
に
帰
農
し
ま

す
が
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
厳
密
に
は
庶
民
教
育
の
初
め
と
は
言

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、

逆
に
藩
校
も
で
き
て
い
な
か
っ
た
、
こ
の
当

時
は
武
士
の
子
弟
も
寺
子
屋
に
通
っ
て
い
た

と
い
う
事
実
が
分
か
る
珍
し
い
記
録
で
も
あ

る
と
い
う
面
で
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
い
え
ま
す
。

「
日
本
教
育
史
資
料
」
に
見
え
る
寺
子
屋

　

で
は
和
歌
山
の
寺
子
屋
に
つ
い
て
、
『
和

歌
県
教
育
史
』
が
挙
げ
る
「
日
本
教
育
史
資

料
」
巻
二
四
を
参
考
に
し
て
、
す
こ
し
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
本
資
料
に
よ
れ
ば
、
調
査

の
時
点
で
判
明
し
た
私
塾
と
寺
子
屋
の
数
は

和
歌
山
県
内
で
は
合
計
二
九
七
あ
り
、
旧
城

下
町
に
当
た
る
和
歌
山
区
に
は
二
〇
の
寺
子

屋
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
こ
に
は
上
記
の
寺
子
屋
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。
で
は
そ
こ
に
登
場
す
る
寺
子
屋

の
名
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
清
水
揚
太
郎
（
鷺

の
森
堂
）、
岡
本
ふ
さ
の
（
板
屋
町
）、
北

村
喜
七
郎
（
新
中
通
一
）、
松
島
直
内
（
布

経
町
）、
根
来
金
吾
（
本
町
五
）、
田
中
六
郎

（
上
町
）、
赤
坂
敬
蔵
（
南
材
木
町
）、
井
上

重
孝
（
同
）、
山
本
楠
之
丞
（
同
心
町
）、
井

関
準
一
郎
（
同
）、
井
関
清
次
郎
（
新
堺
町
）、

塩
田
久
楠
（
織
屋
小
路
）、
有
賀
庫
（
畑
屋

敷
新
道
丁
）、
小
川
槌
恵
（
湊
駕
町
）、
間
瀬

直
右
衛
門
（
南
紺
屋
町
）、
日
澤
光
之
助
（
紺

屋
町
）
坂
本
千
賀
之
助
（
久
保
町
）、
岡
文
悦

（
南
細
工
町
）、
俵
安
輔
（
東
紺
屋
町
）、
瀧

川
主
膳
（
十
番
丁
）
の
以
上
で
す
。
で
す
が
、

こ
れ
ら
は
勿
論
同
時
期
に
営
業
し
て
い
た
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
い
つ
か
ら
始
め
て
何
時

の
が
ベ
ニ
ガ
イ
の
よ
う
で
す
。
こ
の
写
真
で

は
女
性
が
二
名
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、
基
本
は

海
苔
を
流
し
込
む
人
・
簾
を
置
く
人
、
簾
を
取

り
除
く
人
の
三
名
で
の
作
業
で
し
た
。
周
り
に

藁わ
ら

垣
を
立
て
て
い
る
の
は
、
風
で
飛
ば
さ
れ
た

砂
が
海
苔
に
付
着
す
る
と
海
苔
の
等
級
が
下

が
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
風

よ
け
で
す
。
等
級
に
は
「
飛と
び

」
「
玉た
ま

」
「
天て
ん

」

「
塩し
お

」
が
あ
り
ま
し
た
。
海
苔
の
乾
燥
は
日
向

け
と
い
っ
て
一
列
を
七
枚
と
し
て
並
べ
て
い
ま

す
。
な
お
、
ヨ
シ
の
調
達
は
和
歌
山
で
は
辰
ケ

浜
、
大
阪
方
面
で
は
住
之
江
・
淀
川
、
遠
く
は

宇
治
川
ま
で
出
掛
け
た
よ
う
で
す
。
陸
上
で
の

作
業
は
先
の
「
う
み
ま
わ
り
」
に
対
し
て
「
お

か
ま
わ
り
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
以
上
の
海
苔

作
り
の
記
述
は
、
松
井
瑛
雄
氏(

和
歌
浦
中
在

住
・
昭
和
三
年
生
・
概
ね
一
〇
歳
以
降
作
業

に
従
事
）
の
体
験
談
を
も
と
に
し
ま
し
た
。　

  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
溝
端
佳
則
）

団
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
次
の
海
苔

が
生
育
す
る
よ
う
に
少
し
残
し
て
お
く
の
が
コ

ツ
で
し
た
。

　

採
取
し
た
海
苔
は
ま
ず
水
辺
で
ビ
ク
に
入

れ
て
洗
い
ま
す
。
（
こ
れ
を
「
こ
ぐ
」
と
言
い

ま
し
た
。
）
こ
れ
を
リ
ヤ
カ
ー
な
ど
に
積
み
込

み
加
工
場
ま
で
運
ぶ
た
め
に
水
辺
ま
で
出
向
く

こ
と
を
「
ノ
リ
む
か
え
」
と
言
い
ま
し
た
。
加

工
場
で
は
洗
っ
た
海
苔
の
水
分
を
適
当
に
除
き
、

タ
タ
キ
台
の
上
で
二
本
の
ナ
ガ
タ
ン
を
使
っ
て

細
か
く
し
、
半
切
（
四
斗
樽
）
に
入
れ
水
を
加

え
ま
す
。
水
を
入
れ
す
ぎ
る
と
、
干
し
上
が
っ

た
海
苔
に
穴
が
で
き
、
逆
に
少
な
い
と
海
苔
が

厚
く
な
り
、
チ
ヂ
ミ
と
い
っ
て
シ
ワ
が
で
き
て

し
ま
い
ま
す
。
⑤
の
写
真
は
流
し
台
の
上
で
ベ

ニ
ガ
イ
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
道
具
を
使
い
、
半

切
の
海
苔
を
す
く
い
取
っ
て
木
枠
を
は
め
た
ヨ

シ
の
簾す

に
流
し
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
前

か
が
み
に
な
っ
た
女
性
が
右
手
に
持
っ
て
い
る ⑤　流し込みと日向け

⑥　⑤は和歌浦東４丁目付近と思われます。

  

城
下
町
和
歌
山
の
庶
民
教
育

城
下
町
和
歌
山
の
庶
民
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
子
屋
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
子
屋
編
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営
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
沼
野
峯
自
身
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
父
で
あ
る
沼
野
六
兵
衛

が
書
き
留
め
た
『
聚
星
堂
日
録
』
の
安
永
七

（
一
七
七
八
）
年
三
月
一
二
日
の
条
に

　

吉
日
ニ
付
、
ミ
ね
入
学
い
た
さ
せ
候
（
中

　

略
）
、
東
か
ぢ
屋
町
前
野
久
右
衛
門
妻
た

　

め
方
へ
遣
し
候
（
『
和
歌
山
市
史
』
第
五

　

巻 

解
説
一
一
三
四
頁
）

と
あ
り
、
東
鍛
冶
屋
町
住
の
前
野
た
め
と

い
う
人
物
の
所
へ
通
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
当
館
に
収
蔵
し

て
い
る
史
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
文
化
元

（
一
八
〇
四
）
年
に
児
玉
楠
左
衛
門
と
い
う

人
が
書
き
上
げ
た
親
類
書
に
自
分
の
妻
の
兄

で
あ
る
津
村
一
郎
左
衛
門
と
い
う
人
物
が

「
手
跡
指
南
仕
候
」
と
書
い
て
い
る
の
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
「
手
跡
指
南
」
と
は
要
す

る
に
寺
子
屋
の
別
称
で
す
。

　

ま
た
、
川
口
家
文
書
に
あ
っ
た
往
来
物
の

中
の
『
算
法
探
階
誌
』
の
裏
表
紙
に
若
山
中

ノ
嶋
田
宮
源
蔵
先
生
口
授
と
書
か
れ
て
い
る

の
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
人
物

に
つ
い
て
は
い
つ
頃
開
業
し
て
い
た
の
か
全

く
分
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
す
。

　

さ
て
、
川
合
小
梅
は
非
常
な
筆
ま
め
で
知

ら
れ
多
く
の
噂
話
等
を
記
録
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
四
月
九
日
の

条
で
、
不
老
橋
完
成
の
祝
い
に
際
し
て
、
群

衆
の
中
で

　
　

（
前
略
）
大
工
町
て
な
ら
ひ
（
女
）
師

　
　

匠
子
供
等
に
じ
ゅ
ば
ん
の
肩
ぬ
が
せ
て

　
　

あ
る
く
よ
し
也
、

と
い
う
、
大
工
町
の
女
手
習
い
師
匠
の
噂
話

を
書
き
留
め
た
後
で
、

　
　

一
体
師
匠
は
か
や
う
な
風
を
し
か
る
筈

　
　

な
る
を
今
の
時
節
か
く
の
如
し
。

と
嘆
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
年
の
五
月

廿
三
日
の
条
で
は

　
　

（
前
略
）
七
山
よ
り
来
り
し
狂
歌
集
、

ま
で
続
い
た
の
か
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。

調
べ
て
み
る
と
ま
だ
あ
っ
た

　

そ
こ
で
開
業
年
が
明
記
さ
れ
て
い
る
数

少
な
い
師
匠
の
内
、
根
来
金
吾
（
文
政
一
一

年
開
業
）
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
す
と
、
沼

野
峯
が
書
い
た
『
日
知
録
』
の
文
政
八

（
一
八
二
五
）
年
八
月
四
日
の
項
に

　

夕
方
八
つ
半
過
ぎ
お
い
と
（
峯
の
孫
）
手

　

跡
稽
古
の
し
せ
う
様
御
出
、
初
テ
御
出
被

　

下
候
故
（
後
略
）

と
あ
っ
て
、
そ
の
四
日
後
に

　

金
吾
殿
へ
半
紙
弐
折
扇
子
一
本
進
し
候

と
い
う
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
根
来

金
吾
は
少
な
く
と
も
文
政
八
年
に
は
既
に
寺

子
屋
を
開
業
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
お
い
と
は
弁
当
を
持
参

し
て
通
っ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
高
野
山
領
慈
尊
院
村
中
橋
家
文
書
の
天

保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
一
月
の
項
に

　

嫡
男
政
太
郎
今
日
根
来
金
吾
殿
方
へ
入
門
、

　

（
中
略
）
白
井
吉
次
郎
殿
方
へ
ハ
素
読
ニ

　

参
り
候
筈
、

と
見
え
、
こ
の
政
太
郎
は
根
来
金
吾
の
家
に

寄
宿
し
な
が
ら
、
近
く
の
白
井
吉
次
郎
と
い

う
人
の
所
へ
も
素
読
を
習
い
に
通
っ
た
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
当
時
は
昼
食
は 

一
旦
自
宅
へ
帰
っ
て
済
し
、
再
び
登
校
す
る

と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
こ
の
二
人
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
で

あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
白
井
吉
次
郎
は
藩
校
学
習
館
の
儒

者
で
す
か
ら
、
寺
子
屋
で
は
な
く
私
塾
を
経

　
　

中
ノ
店
中
ノ
丁
雑
賀
柳
蔵
方
へ
返
す
、

　
　

泥
田
坊
の
執
事
の
よ
し
、
て
ら
子
や
の

　
　

師
匠
と
の
事
。

と
し
て
雑
賀
柳
蔵
と
い
う
人
物
が
中
ノ
店
中

ノ
丁
で
寺
子
屋
を
開
業
し
て
い
た
こ
と
を
記

録
し
て
い
ま
し
た
。

　

少
し
調
べ
た
だ
け
で
す
の
で
、
ま
だ
漏
れ

は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
以
上
が
現
時
点
で
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
新
た
な
寺
子
屋
で
す
。

最
初
の
湯
橋
里
政
が
入
っ
た
所
も
加
え
れ
ば

計
二
九
軒
に
な
り
ま
す
。　

（
須
山
高
明
）

番
号

　
一

　
二

　
三

　
四

　
五

　
六

　
七

　
八

　
九

一
〇

一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一
九

二
〇

二
一

二
二

二
三

二
四

二
五

二
六

二
七

二
八

二
九

師
　
匠
　
名

所
　
在
　
地

湯
橋
里
政
寺
入
り
所

井
関
準
一
郎

山
本
楠
之
丞

赤
坂
敬
蔵

井
上
重
孝

北
村
喜
七
郎

俵
　
安
輔

岡
　
文
悦

井
関
清
次
郎

井
田
徳
三
郎

有
賀
　
庫

塩
田
久
楠

田
宮
源
蔵

根
来
金
吾

橘
井
三
右
衛
門

山
本
　
某

有
賀
　
某

岡
本
ふ
さ
の

前
野
た
め

津
村
一
郎
左
衛
門

雑
賀
柳
蔵

小
林
正
次
郎

女
師
匠
某

清
水
揚
太
郎

松
島
直
内

坂
本
千
賀
之
助

田
中
六
郎

小
川
槌
恵

瀧
川
主
膳

不
　
　
詳

同
心
町

同
心
町

南
材
木
町

南
材
木
町

新
中
通
一
丁
目

東
紺
屋
町

南
細
工
町

新
堺
町

畑
屋
敷
雁
木
丁

畑
屋
敷
新
道
町

織
屋
小
路

中
ノ
嶋

本
町
五
丁
目

本
町
五
丁
目

本
町
六
丁
目

本
町
六
丁
目

板
屋
町

東
鍛
冶
屋
町

不
　
　
詳

中
ノ
店
中
ノ
丁

西
大
工
町
東
側

大
工
町

鷺
の
森
堂
前
丁

西
布
経
町

久
保
町

上
　
　
町

湊
駕
町

十
番
丁

開
　
業
　
年

寛
永
八
年
以
前

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

天
保
元
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

幕
末
期

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

文
政
八
年
以
前

嘉
永
年
間

幕
末
期

幕
末
期

嘉
永
四
年

安
永
七
年
以
前

文
化
元
年
以
前

幕
末
期

幕
末
期

嘉
永
四
年
以
前

明
治
三
年

天
保
一
四
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

廃
　
業
　
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

明
治
四
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

明
治
五
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

明
治
元
年

明
治
初
年
カ

明
治
初
年
カ

明
治
初
年
カ

明
治
四
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

明
治
五
・
六
年

明
治
六
年
以
降

不
　
　
詳

明
治
五
年

明
治
五
年

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳

不
　
　
詳
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『
収
蔵
史
料
目
録
十 

紀
州
家
中
系
譜
並

　

に
親
類
書
書
上
げ 

上
』

　

当
館
開
館
時
に
県
立
図
書
館
か
ら
移
管

さ
れ
た
膨
大
な
古
文
書
資
料
の
中
に
含
ま

れ
て
い
た
紀
州
藩
士
の
履
歴
書
と
も
い
う
べ

き
「
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
」

約
一
五
、
〇
〇
〇
点
あ
ま
り
の
内
、
今
年
度

は
そ
の
上
編
と
し
て
「
あ
（
相
川
）
」
か
ら

「
そ
（
曽
原
）
」
ま
で
の
七
六
七
〇
点
を
収

録
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。

　

紀
州
藩
で
は
、
寛
政
八
（
一
七
九
六
）

年
と
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
の
二
度
に
わ

た
っ
て
全
て
の
藩
士
を
対
象
に
、
「
先
祖
書

　

親
類
書
」
「
系
譜　

親
類
書
」
を
差
出
さ

せ
て
い
ま
す
が
、
以
後
は
家
督
を
相
続
す
る

毎
、
ま
た
は
初
め
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
時
に

も
差
出
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

「
系
譜
」
の

本
文
冒
頭
に
は

姓
（
源
平
藤
橘

な
ど
）
、
氏
、

家
紋
、
替
紋
、

幕
紋
（
中
に
は

こ
れ
が
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す

が
）
の
順
に
、

次
に
初
代
の
本
国
と
生
国
が
並
記
さ
れ
、
そ

し
て
、
図
に
見
え
る
よ
う
に
名
前
の
右
肩
に

役
儀
ま
た
は
出
自
及
び
初
名
が
書
き
添
え
ら

れ
て
始
ま
り
ま
す
。

　

本
目
録
で
は
検
索
の
便
を
は
か
る
た
め

に
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
一
月
一
八
日
と
同
二
五
日
に
開
催
さ
れ

た
第
三
回
、
第
四
回
で
は
、
当
館
の
森
脇
次

長
を
講
師
と
し
て
、
南
部
街
道
（
大
穂
手
越

え
）
及
び
御
坊
街
道
（
三
里
が
峰
越
え
）
を

中
心
に
、
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
期
に
か
け

て
日
高
郡
内
の
街
道
・
往
来
な
ど
古
く
か
ら

の
道
が
、
現
在
の
道
路
に
変
遷
し
て
い
く
様

子
や
水
路
式
発
電
に
よ
る
日
高
川
の
電
源
開

発
と
紀
南
索
道
、
さ
ら
に
は
、
白
馬
山
脈
の

尾
根
道
が
、
和
歌
山
県
史
や
現
地
の
写
真
な

ど
豊
富
な
資
料
に
よ
り
詳
し
く
解
説
さ
れ
ま

し
た
。

「
第
三
回
、
四
回
」
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
抜
粋

・
地
域
の
歴
史
と

道
に
つ
い
て
よ
く

分
か
り
ま
し
た
。

・
御
坊
、
南
部
と

他
の
街
道
を
ゆ
っ

く
り
と
歩
き
た
い

気
に
な
る
。

・
現
在
の
龍
神
と

御
坊
を
結
ぶ
道
路

の
イ
メ
ー
ジ
の
違

い
に
驚
き
ま
し
た
。

・
ダ
ム
の
話
も
良
か
っ
た
で
す
。

　

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
「
城
下
町
若
山

の
庶
民
教
育
と
本
屋
さ
ん
」
及
び
「
和
歌
山

の
街
道
（
南
部
街
道
・
御
坊
街
道
）
」
と
い

う
二
つ
の
テ
ー
マ
で
、
合
わ
せ
て
四
回
の
講

座
を
開
催
し
、
延
べ
二
一
四
名
の
方
が
受
講

さ
れ
ま
し
た
。

　

 

一
〇
月
二
八
日
と
一
一
月
四
日
に
開
催

さ
れ
た
第
一
回
、
第
二
回
で
は
、
当
館
の
須

山
主
幹
を
講
師
に
、
和
歌
山
県
教
育
史
や
川

合
小
梅
が
書
き
残
し
た
日
記
な
ど
の
資
料
を

も
と
に
当
時
の
寺
子
屋
に
お
け
る
庶
民
の
教

育
事
情
や
教
科
書
・
副
読
本
と
し
て
『
往
来

物
』
と
呼
ば
れ
た
書
物
と
本
屋
さ
ん
の
関
わ

り
な
ど
が
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
後
半
に
は
当
館
が
収
蔵
す
る
『
往

来
物
』
の
古
文
書
を
手
本
に
、
江
戸
時
代
の

庶
民
に
よ
る
和
歌
浦
名
所
巡
り
の
姿
が
分
か

り
や
す
く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

「
第
一
回
、
二
回
」
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
抜
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
城
下
町
の
寺
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

屋
で
の
庶
民
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
あ
り
方
を
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
や
す
く
解
説
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
た
だ
き
良
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
自
分
の
祖
先
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
よ
う
な
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
受
け
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
と
思
う
と
感
慨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
ひ
と
し
お
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
来
年
も
楽
し
み

に
、
「
系
譜
」
や
「
先
祖
書　

親
類
書
」
な

ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
提
出
者
の
役
儀

や
、
歴
代
当
主
の
名
前
・
隠
居
後
の
号
な
ど

を
、
収
録
の
対
象
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
本
目
録
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。
な
お
、

本
目
録
は
当
館
で
頒
価
一
、
二
〇
〇
円
で
取

り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

　

『
歴
史
図
書
・
行
政
刊
行
物
目
録
』

　

当
館
開
館
以
来
、
平
成
二
一
年
三
月
ま
で

に
収
集
し
た
歴
史
図
書
や
、
国
及
び
県
並
び

に
県
内
市
町
村
の
政
治
・
行
政
の
各
分
野
に

お
け
る
様
々
な
機
関
が
発
行
し
た
行
政
刊
行

物
を
、
合
わ
せ
て
三
万
四
千
点
あ
ま
り
を
収

録
し
て
い
ま
す
。

　
　

文
書
等
補
修
事
業

　

「
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
」

の
未
修
復
分
の
内
、
約
一
七
〇
点
に
つ
い
て

補
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
複
製
物
を
作

成
し
ま
し
た
。

　
　

文
書
等
複
製
化
推
進
事
業

　

今
年
度
緊
急
雇
用
創
出
事
業
と
し
て
、
紀

州
東
照
宮
所
蔵
の
『
南
紀
徳
川
史
』
に
つ
い

て
、
一
五
，
〇
〇
〇
余
コ
マ
の
マ
イ
ク
ロ
撮

影
を
実
施
し
、
複
製
物
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
　

燻
蒸
業
務

　

昨
年
末
及
び
今
年
度
に
寄
贈
・
寄
託
を
受

け
た
垂
井
家
文
書
ほ
か
、
六
つ
の
古
文
書
資

料
群
の
燻
蒸
処
理
を
実
施
し
ま
し
た
。

第
一
回
一
〇
月
二
八
日
（
木
）
午
後
一
時
三
〇
分

第
二
回
一
一
月
　
四
日
（
木
）
午
後
一
時
三
〇
分

テ
ー
マ

「
城
下
町
若
山
の
庶
民
教
育
と
本
屋
さ
ん
」

　
　
　
　
講
師
　
県
立
文
書
館
主
幹
　
須
山
高
明

第
三
回
一
一
月
一
八
日
（
木
）
午
後
一
時
三
〇
分

第
四
回
一
一
月
二
五
日
（
木
）
午
後
一
時
三
〇
分

テ
ー
マ

「
和
歌
山
の
街
道
（
南
部
街
道
・
御
坊
街
道
）
」

　
　
　
　
講
師
　
県
立
文
書
館
次
長
　
森
脇
義
夫

 

平
成
二
二
年
度 

歴
史
講
座

目
録
の
刊
行

史
料
保
存



8

文書館だより
　

平
成
二
二
年
度
中
に
貴
重
な
歴
史
資
料
や
文

献
の
寄
贈
が
六
件
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
方
々

に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
大
切
に
保
存

し
、
整
理
い
た
し
ま
す
。

　

池
田
孝
雄
氏
旧
蔵
資
料

　

当
館
運
営
協
議
会
設
置
以
来
、
長
く
協
議

会
委
員
と
し
て
貴
重
な
提
言
を
い
た
だ
い
た

同
氏
が
昭
和
二
〇
年
代
初
頭
以
降
収
集
し
続
け

た
同
和
教
育
関
係
・
労
働
争
議
関
係
・
社
会
運

動
関
係
・
自
治
体
史
関
係
資
料
を
含
め
、
約

二
三
〇
〇
点
余
に
及
ぶ
ほ
ぼ
全
て
の
蔵
書
を
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
氏
は
本
年
一
月
二
日
、
八
三
歳

で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
当
館
に
と
っ
て
惜
し

み
て
も
余
り
あ
る
委
員
の
お
一
人
を
失
い
ま
し

た
。
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま

す
。

　

岩
崎
文
彦
氏
旧
蔵
資
料

　

江
戸
期
の
和
歌
山
城
下
図
や
菊
池
海
荘
著
の

「
海
防
策
」
、
明
治
初
期
の
貴
重
な
地
方
新
聞
、

祖
父
が
綴
ら
れ
た
学
校
生
活
に
関
す
る
日
記
類
、

書
翰
類
を
含
め
た
約
五
〇
〇
点

　

垂
井
家
文
書

　

江
戸
期
に
米
取
引
の
た
め
城
下
に
移
住
し
、

質
商
を
も
営
ん
で
い
た
垂
井
家
に
残
さ
れ
て
い

た
文
書
群
約
五
〇
点
で
、
ご
子
孫
の
清
治
氏
か

■
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
30
号

　
　

平
成
23
年
３
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　

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

　
　

文
書
館
の
利
用
案
内

至
和
歌
山
イ
ン
タ
ー

至海南

至天王寺

●市役所

県庁
　●

紀ノ川

南海
本線

紀ノ川大橋

和歌山県立文書館

至和歌浦

車庫前バス停

けやき大通り

国
体
道
路

高松バス停

和歌山城

JR
紀
勢
本
線

JR
和
歌
山
駅

N

中
央
通
り（
国
道
42
号
）

和歌
山市
駅

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/
 ホームページアドレス

ら
の
寄
贈
で
す
。
同
家
は
、
初
代
和
歌
山
商

業
会
議
所
会
頭
を
勤
め
た
清
右
衛
門
家
で
す
が
、

中
に
は
、
文
政
九(

一
八
二
六
）
年
と
明
治
期

の
店
卸
帳
簿
二
点
、
家
憲
一
点
が
あ
り
ま
す
。

　

三
尾
功
氏
旧
蔵
資
料

　

『
近
世
都
市
和
歌
山
の
研
究
』
や
『
城
下
町

和
歌
山
百
話
』
等
の
著
者
で
、
和
歌
山
市
立
博

物
館
元
館
長
の
同
氏
が
収
集
さ
れ
た
相
田
二
郎

『
日
本
の
古
文
書
』
上
下
、
伊
地
知
鉄
男
『
日

本
古
文
書
学
提
要
』
を
含
む
古
文
書
学
関
係
文

献
、
計
二
八
点

　

水
田
治
司
氏
作
成
移
民
資
料

　

カ
ナ
ダ
県
人
会
の
同
氏
が
作
成
し
た
、
三
尾

村
か
ら
カ
ナ
ダ
へ
の
初
期
の
移
住
者
名
簿
や
現

地
で
の
居
住
地
を
示
し
た
地
図
を
含
む
資
料
、   

三
点

　

山
本
幸
次
氏
旧
蔵
資
料

　

「
野
上
軽
便
鉄
道
敷
設
申
請
書
」
「
認
可
証

綴
」
「
諸
許
可
書
」
の
三
点
の
綴
り
か
ら
構
成

さ
れ
た
資
料
群
で
、
野
上
軽
便
鉄
道
株
式
会
社

の
設
立
が
認
可
さ
れ
、
諸
手
続
き
を
繰
り
返
し

な
が
ら
大
正
五
年
二
月
、
よ
う
や
く
営
業
運
転

が
許
可
さ
れ
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
申
請
書
や

許
可
証
類
を
綴
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
点
の
綴
り
は
こ
の
間
の
事
情
が
よ
く

分
か
る
も
の
で
、
県
内
の
鉄
道
資
料
と
し
て
は

一
級
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。  

 
貴
重
な
資
料
・
文
献
の
寄
贈


