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「
再
縁
願
い
」

　

万ま
ん

延え
ん

元
年（
一
八
六
〇
）五
月
、
藩
に
対
し
て

写
真
1
の
再
縁
の
願
い
が
出
さ
れ
ま
し
た（「
安

政
四
巳
年
ゟ
万
延
元
申
年
迄
願
達
留
」）。
た
だ
、

こ
の「
再
縁
」、
別
の
相
手
と
の
結
婚
歴
が
あ
る

者
同
士
の
再
縁
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
相

手
と
の
復
縁
だ
っ
た
の
で
す
。
異
例
の
願
い
書

き
の
た
め
藩
と
し
て
も
即
座
に
許
可
す
る
わ
け

に
も
い
か
ず
、
判
断
を
得
る
た
め
に
願
い
は

い
っ
た
ん
江
戸
紀
州
藩
邸
へ
送
ら
れ
ま
す
。

　

再
縁
願
い
は
、
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母
と
夏

目
三さ
ぶ

郎ろ
う

大だ

夫ゆ
う

の
も
の
で
し
た
。
ふ
た
り
は
以

前
、三
郎
大
夫
が
十
左
衛
門
叔
母
を
妻
と
し「
男

子
」（
と
こ
こ
で
は
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
女
子

の
間
違
い
で
す
）を
出
生
し
た
も
の
の
、
致
し

方
の
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
離
縁
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
女
の
子
（
こ
れ
が
正
し
い
は
ず

で
す
）、
成
長
す
る
に
従
い
、「
朝
暮
母
を
慕
い

毎
々
再
縁
之の

儀
申
し
進
メ
」と
あ
り
ま
す
か
ら
、

朝
に
晩
に「
お
母
さ
ん
帰
っ
て
き
て
よ
う
」と
泣

い
て
い
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
藩
の
許
可
を
得
た
上
で
い
っ

た
ん
離
縁
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
復
縁

な
ど
恐
れ
多
く
て
で
き
る
話
で
は
な
い
、
そ

う
思
っ
て
ず
っ
と
打
ち
捨
て
て
置
い
た
と
い

い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、「
達た

っ
て
再
縁
の
儀
相あ
い

歎
じ
」、
ど
う
し
て
も
母
に
戻
っ
て
き
て
欲
し

い
と
嘆
き
、
朝
に
晩
に
母
を
慕
う
姿
を
「
心
底

黙
止
し
難
く
」と
い
う
の
で
す
か
ら
、
か
わ
い

そ
う
で
か
わ
い
そ
う
で
見
て
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
、
相
談
の
上
再
縁
を
願
い
出

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
子
は
鎹か
す
が
い

」の
見
本

の
よ
う
な
話
な
の
で
す
が
。

　

こ
う
し
た
家
庭
の
内
輪
話
は
藩
へ
の
正
式
の

願
い
書
き
に
書
き
入
れ
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
甥
の
佐
藤
十
左
衛
門
が
目
付
と
事

前
に
相
談
し
た
際
、
右
の
事
情
を
記
し
た
「
風ふ
う

聞ぶ
ん

書が
き

」（
世
間
の
う
わ
さ
話
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
て
、
こ
こ
で
は
判
断
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯

を
説
明
し
た
書
）を
添
え
て
願
い
出
る
よ
う
指

示
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
、

や
む
を
得
な
い
事
情
の
説
明
が
な
け
れ
ば
、
藩

も
い
っ
た
ん
出
し
た
離
縁
の
許
可
を
覆
え
す
は

ず
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
の「
別
紙
」の「
風

聞
書
」の
概
略
を
「
願
達
留
」が
記
し
て
い
る
の

で
す
。

　

独
り
身

　

こ
の
話
を
さ
ら
に
、
こ
れ
も
藩
に
提
出
し
た

「
親
類
書
」や「
系
譜
」と
組
み
合
わ
せ
て
い
く
と

一
層
詳
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
夏
目

三
郎
大
夫
に
は
、
文
化
六
年（
一
八
〇
九
）九
月

と
文ぶ
ん

政せ
い

十
一
年（
一
八
二
八
）三
月
と
い
う
、
彼

が
若
い
こ
ろ
の
「
親
類
書
」が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
親
類
書
」と
は
、
そ
の
家
を
先
代
か
ら
引
き
継

ぐ
際
な
ど
に
、
自
分
の
祖
父
母
か
ら
子
供
ま
で
、

お
じ
・
お
ば
か
ら
従
弟
ま
で
を
書
き
上
げ
て
藩

に
提
出
し
た
帳
面
で
す
。
藩
が
新
し
い
相
続
者

に
、
そ
の
家
を
共
に
支
え
て
い
く
親
類
筋
を
自

覚
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

文
化
六
年
に
三
郎
大
夫
は
数
え
年
十
歳
で
夏

目
家
を
先
代
か
ら
相
続
し
、
大お
お

番ば
ん

に
就
い
て

い
ま
す
が
、
そ
の
時
の
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

一
〇
四
八
一
）は
も
ち
ろ
ん
、
二
十
九
歳
で
奥お
く

詰づ
め

を
勤
め
て
い
た
文
政
十
一
年
の
も
の
（
資
料

番
号
一
〇
四
四
八
）に
も
妻
や
子
の
記
載
が
あ

り
ま
せ
ん
。
離
縁
し
て
い
れ
ば
書
か
れ
る
よ
う

な
記
述
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
三
郎
大

夫
は
長
い
間
独
り
身
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

　

岩
橋
八
三
郎
妻

　

一
方
の
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母
は
、
夏
目
三
郎

大
夫
と
縁
組
み
す
る
以
前
、
岩
橋
八は
ち

三さ
ぶ

郎ろ
う

と
い

う
人
物
の
も
と
に
嫁
い
で
い
ま
し
た
。
岩
橋

八
三
郎
が
藩
で
は
ど
う
い
う
役
に
つ
い
て
い
た

の
か
、
い
つ
嫁
い
だ
の
か
ま
で
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
天て
ん

保ぽ
う

八
年（
一
八
三
七
）二
月
の
佐
藤
家

の「
親
類
書
」（
資
料
番
号
六
三
八
二
）に「
妹　

岩
橋
八
三
郎
妻
」と
あ
る
の
が
彼
女
で
す
。
さ

ら
に
、そ
こ
に
は「
八
三
郎
惣そ
う

領り
ょ
う

岩
橋
左さ

馬ま

」「
岩

橋
八
三
郎
娘
壱い
ち

人
」と
も
書
い
て
い
ま
す
。
一

男
一
女
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

初
縁
で
あ
っ
た
ろ
う
三
郎
大
夫
と
、
岩
橋

八
三
郎
と
離
縁
し
て
い
た
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母

が
縁
組
み
し
た
の
は
、
泣
い
て
い
た
女
の
子
の

年
齢
か
ら
想
定
し
て
弘こ
う

化か

の
末
か
嘉か

永え
い

初
年

（
一
八
四
〇
年
代
後
半
）ご
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
三
郎
大
夫
は
五
十
歳
前
後
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
が
史

料
の
空
白
時
期
で
、
婚
姻
を
示
す
も
の
は
何
も

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

妻
は
幼
女

　
「
再
縁
願
い
」が
出
た
年
か
ら
は
八
年
前
の
嘉

永
五
年（
一
八
五
二
）十
月
、
三
郎
大
夫
の
息
子

の
無む

足そ
く

番ば
ん

夏
目
熊く
ま

之の

丞じ
ょ
う

が
写
真
2
の「
親
類
書
」

（
資
料
番
号
一
〇
四
四
九
）を
提
出
し
て
い
ま
す
。

「
父　

夏
目
三
郎
大
夫
」と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

次
に
あ
る
は
ず
の
「
母
」の
欄
は
欠
け
、「
妻　

夏
目
三
郎
大
夫
娘
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
母

を
恋
し
が
っ
て
い
た
あ
の
子
が
、
そ
れ
よ
り
八

朝
暮
母
を
慕
う

写真 1　娘が、離縁した母を慕って泣いたと記す「再縁願い」

写真 2　泣いていた娘は幼な妻

朝
暮
母
を
慕
う
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年
前
に
熊
之
丞
の「
妻
」と
書
か
れ
て
い
る
の
で

す
。
は
っ
き
り
し
た
年
齢
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

「
再
縁
願
い
」の
こ
ろ
か
ら
逆
算
し
て
、
七
、八

歳
か
、
あ
る
い
は
三
、四
歳
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
妻　

夏
目
三
郎
大
夫
娘
」な
の
で
す

か
ら
、
熊
之
丞
は
三
郎
大
夫
の
聟む
こ

養よ
う

子し

で
あ
る
こ

と
も
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
時
熊
之
丞
は
十
歳
で
し

た
。
三
郎
大
夫
は
五
十
三
歳
。
娘
は
ま
だ
子
供
だ

け
れ
ど
急
い
で
跡
継
ぎ
を
決
め
た
の
は
、
三
郎
大

夫
の
父
が
四
十
八
歳
、
祖
父
が
五
十
三
歳
で
死
去

し
、
自
分
も
そ
の
年
齢
に
達
し
た
こ
と
に
も
考
え

が
お
よ
ん
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
達
筆
の「
親
類
書
」

は
、
さ
す
が
に
十
歳
の
熊
之
丞
で
は
な
く
、
養
父

三
郎
大
夫
の
筆
跡
で
す
。
聟
養
子
に
決
っ
た
の
で

「
親
類
書
」を
提
出
し
た
よ
う
で
す
。

　
「
親
類
書
」を
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
夏

目
家
の
主
人
は
相
変
わ
ら
ず
養
父
三
郎
大
夫
で

し
た
。
熊
之
丞
の
役
職「
無
足
番
」は
、
ま
だ
家

を
相
続
し
て
い
な
い
者
の
就
い
た
役
で
す
。
ま

た
、
三
郎
大
夫
に
は
終
生
独
り
身
だ
っ
た
妹

が
一
人
い
ま
し
た
が
、
こ
の
熊
之
丞
の
「
親
類

書
」に
は
、
そ
の
妹
が「
三
郎
大
夫
手
前
ニ
罷ま
か

り

在
り
候
」、
三
郎
大
夫
の
元
に
い
ま
す
と
な
っ

て
い
ま
す
。
も
し
熊
之
丞
が
幼
い
な
が
ら
夏
目

家
を
相
続
し
て
主
人
に
な
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、

そ
の
妹
は「
熊
之
丞
の
元
に
い
ま
す
」と
な
る
は

ず
で
す
。

　

夏
目
熊
之
丞
の「
親
類
書
」に「
夏
目
三
郎
大

夫
娘
」が
書
か
れ
て
い
る
の
に
そ
の
子
を
生
ん

だ
母
が
抜
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
佐
藤
十
左

衛
門
叔
母
は
、
佐
藤
家
の「
親
類
書
」に「
岩
橋

八
三
郎
妻
」と
あ
っ
た
天
保
八
年
か
ら
、
こ
の

夏
目
熊
之
丞
の「
親
類
書
」が
書
か
れ
た
嘉
永
五

年
ま
で
の
一
五
年
間
に
、
岩
橋
八
三
郎
と
離
縁

し
、
夏
目
三
郎
大
夫
と
再
縁
し
、
子
供
を
も
う

け
、
そ
の
後
三
郎
大
夫
と
も
離
縁
し
子
供
も
手

放
し
た
と
い
う
目
ま
ぐ
る
し
い
経
験
を
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
三
郎
大
夫
と
夫
婦
で
い
た
の

も
数
年
間
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

私
手
前
ニ
罷
り
在
り
候

　

三
郎
大
夫
と
離
縁
し
た
様
子
は
写
真
3
、
五

年
後
の
安
政
四
年（
一
八
五
七
）十
月
付
け
佐
藤

家「
親
類
書
」（
資
料
番
号
六
三
八
四
）か
ら
も
み

て
と
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
岩
橋
八
三
郎
妻
」

で
も「
夏
目
三
郎
大
夫
妻
」で
も
な
く「
叔
母　

佐
藤
十
左
衛
門
妹
」と
あ
り
、「
私
手
前
ニ
罷ま
か

り

在
り
候
」、
私
の
家
に
同
居
し
て
い
ま
す
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
親
類
の
一
人
と
し

て「
夏
目
三
郎
大
夫
娘
」も
記
さ
れ
て
い
る
の
で

す
か
ら
。
三
郎
大
夫
と
離
縁
し
子
供
も
手
放
し

た
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母
は
こ
の
時
、
実
家
佐
藤

家
に
身
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

三
郎
大
夫
娘
が
母
を
慕
っ
て
泣
い
て
い
た
の

は
こ
の
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を

見
る
に
見
か
ね
た
両
家
の
間
で
復
縁
話
が
進
ん

で
い
た
時
期
で
し
ょ
う
。
三
年
後
、
万ま
ん

延え
ん

元
年

（
一
八
六
〇
）五
月
に
、夏
目
三
郎
大
夫（
六
十
一

歳
）と
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母
の
「
再
縁
願
い
」が

提
出
さ
れ
ま
す
。

　

熊
之
丞
の
相
続

　
「
再
縁
願
い
」か
ら
四
年
後
、
大お
お

番ば
ん

に
就
い

た
養
子
夏
目
藤と
う

四し

郎ろ
う（
熊
之
丞
）が
元げ
ん

治じ

元
年

（
一
八
六
四
）三
月
付
け「
系
譜
」と「
親
類
書
」を

提
出
し
ま
す
。
先
代
に
な
る
三
郎
大
夫（
忠
羌
）

が
文ぶ
ん

久き
ゅ
う

四
年（
元
治
元
年
）正
月
に
六
十
五
歳
で

死
去
し
、
藤
四
郎（
熊
之
丞
）が
夏
目
家
を
継
い

だ
た
め
に
書
き
上
げ
た
も
の
で
す
。
三
郎
大
夫

は
、
四
十
八
歳
で
没
し
た
父
や
五
十
三
歳
の
祖

父
よ
り
は
少
し
だ
け
長
生
き
で
し
た
。

　
「
系
譜
」は「
親
類
書
」と
共
に
藩
に
出
し
た
も

の
で
、
家
を
相
続
す
る
に
際
し
て
先
代
ま
で
の

代
々
の
主
人
の
事
績
を
暦
年
で
書
き
つ
づ
っ
た

も
の
で
す
。
家
と
藩
と
の
つ
な
が
り
を
相
続
者

に
確
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
系
譜
」（
資
料
番
号
一
〇
四
七
九
）で
は
、
養

父
三
郎
大
夫
の
事
績
の
末
尾
に
は
三
郎
大
夫
の

子
供
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
忠
羌
女
子
」と
書

か
れ
た
、
あ
の
泣
い
て
い
た
女
の
子
よ
り
も
前

に
、「
女
子
」と「
惣
領
」の
ふ
た
り
が「
早そ
う

世せ
い

」、

幼
く
し
て
死
去
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
泣
い
て

い
た
女
の
子
は
三
番
目
の
子
だ
っ
た
の
で
す
。

　

四
人
目
に
「
忠
羌
養
子　

当
代
夏
目
藤
四
郎

忠
光
」と
あ
る
の
が
、
泣
い
て
い
た
女
の
子
の

主
人
で
養
子
の
熊
之
丞
の
こ
と
で
す
。
聟む
こ

養よ
う

子し

に
な
っ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
十
歳

だ
っ
た
嘉
永
五
年
。
十
五
歳
に
な
っ
た
安あ
ん

政せ
い

四

年（
一
八
五
七
）に
藩
か
ら
正
式
の
許
可
が
下
り

た
ら
し
く
、
三
郎
大
夫
の
項
に
も
、「
安
政
四

年
八
月
、（
家
を
相
続
す
る
た
め
の
）男
子
が
い

な
い
の
で
願
い
上
げ
、
…
熊
之
丞
を
聟
養
子
と

す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
」と
出
て
き
ま
す
。
夏

目
家
を
相
続
し
た
こ
の
元
治
元
年
に
は
二
十
二

歳
、
熊
之
丞
か
ら
名
を
改
め
て
い
た
の
で
す
。

　

母　

佐
藤
十
左
衛
門
叔
母

　

表
紙
写
真
の「
親
類
書
」（
資
料
番
号

一
〇
四
八
〇
）に
は
、「
父　

夏
目
三
郎
大
夫
」は

も
ち
ろ
ん「
死
」、
す
で
に
死
去
し
た
と
な
っ
て

い
ま
す
。
次
に「
母　

佐
藤
十
左
衛
門
叔
母
」が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
母
は
存
命
で
す
。「
再
縁
願

い
」が
認
め
ら
れ
復
縁
し
た
の
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、「
再
縁
願
い
」を
出
し
佐
藤
十
左
衛
門
叔

母
と
せ
っ
か
く
復
縁
し
た
の
に
、
そ
れ
か
ら
四

年
後
、
三
郎
大
夫
は
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

注
記
が
あ
っ
て
、
母
は
、「
継け
い

母ぼ

ニ
候そ
う
ら

得え

共ど
も

、

父
存そ
ん

生じ
ょ
う

之の

内
養
母
ニ
相
立
て
申
し
候
」、「
継
母
」

だ
っ
た
け
れ
ど
、
父
の
存
生
の
う
ち
に「
養
母
」

と
な
り
ま
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の

「
継
母
」は
、
養
父
三
郎
大
夫
の「
後
妻
」の
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
養
子
に
入
っ
た
時
、
熊
之

丞（
藤
四
郎
）に
と
っ
て
、
佐
藤
十
左
衛
門
叔
母

は
妻（
泣
い
て
い
た
女
の
子
）の
実
母
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
養
父
の
離
縁
後
だ
っ
た
た
め
直
接

に
は
繋
が
り
が
な
い
と
い
う
意
味
で「
継
母
」と

表
現
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
養
父
が
復
縁
し

た
時
点
で
、養
父
の
妻
、つ
ま
り「
養
母
」と
な
っ

た
の
で
す
。

　
「
系
譜
」も「
親
類
書
」も
単
な
る
事
績
の
記
載

や
親
類
一
覧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
武
家
社
会

の
有
り
様
を
詳
し
く
語
っ
て
く
れ
る
史
料
で

す
。「
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
」

一
五
、七
二
七
点
の
整
理
が
終
わ
り
、
目
録
上

下
二
冊
が
完
成
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
活
用
下

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
佐
教
寛
）

写真 3　実家に戻った母「叔母　佐藤十左衛門妹」
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二
つ
の
御
田
植
え
神
事

　

年
の
始
め
に
御お
ん

田だ

、
田
遊
び
、
御
田
植
え
な

ど
と
言
っ
て
、
一
年
間
の
稲
作
の
所
作
を
ま
ね

て
行
う
神
事
が
、
日
本
の
各
地
に
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
神
事
は
、
苗
代
作
り
や
田
植
え
か

ら
、
最
後
は
豊
作
で
稲
刈
り
を
終
え
る
こ
と
が

で
き
た
と
年
頭
に
行
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
実

際
の
稲
作
で
も
、
豊
作
で
あ
る
こ
と
を
祈
る
意

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
和
歌
山
県
で
は
、
高
野

山
周
辺
の
村
々
、
か
つ
ら
ぎ
町
天
野
・
花
園
梁

瀬
、
有
田
川
町
杉
野
原
・
久
野
原
、
紀
美
野
町

真
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
杉
野
原
・
久
野

原
の
神
事
は『
紀
伊
国
名
所
図
会
』に
絵
入
り
で

紹
介
さ
れ
て
お
り（
図
１
）、
華
や
か
な
行
事
が

注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
実
際
に
田
に
苗
を
植
え
る
御
田
植

え
神
事
も
あ
り
ま
す
。
和
歌
山
県
の
近
隣
で
は
、

大
阪
市
住
吉
大
社（
六
月
十
四
日
）、
京
都
市
伏

見
稲
荷
大
社（
六
月
十
日
）、
三
重
県
志
摩
市
磯

部
町
伊い
ざ
わ
の
み
や

雑
宮（
六
月
二
十
四
日
）の
神
事
が
有
名

で
す
。
か
つ
て
一い
ち
の
み
や宮

と
呼
ば
れ
、
各
地
で
重
視

さ
れ
て
い
た
大
社
で
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

丹
生
都
比
売
神
社（
か
つ
ら
ぎ
町
天
野
）と
と

も
に
、
一
宮
と
呼
ば
れ
た
日
前
・
国
懸
宮
（
和

歌
山
市
）で
も
、五
月
下
旬
の
吉
日
を
選
び
、「
御

田
植
御
祭
」が
行
わ
れ
、
実
際
に
田
に
苗
を
植

え
て
い
ま
し
た
。
十
四
世
紀
に
日
前
・
国
懸
宮

の
一
年
間
の
神
事
に
つ
い
て
ま
と
め
た
「
応
永

六
年
神
事
記
」で
は
、
日
前
・
国
懸
宮
の
御
田

植
え
神
事
は
、
神
田
に
神
職
が
出
向
い
て
苗
を

三
束
植
え
る
だ
け
の
象
徴
的
な
行
事
に
な
っ
て

い
ま
し
た
（「
応
永
六
年
神
事
記
」は
当
館
紀
要

七
号
に
翻
刻
が
あ
り
ま
す
）。

年
頭
の
御
田
植
え
神
事

　

年
頭
の
御
田
植
え
神
事
を
伝
え
る
村
々
は
、

中
世
に
は
高
野
山
の
支
配
を
受
け
た
地
域
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
高
野
山
の
鎮
守
神
で
あ
る
丹

生
都
比
売
神
社
で
行
わ
れ
て
た
御
田
植
え
神
事

（
以
下
御
田
と
記
し
ま
す
）が
各
地
に
伝
わ
り
、

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
変
化
し
な
が
ら
、
今

日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す（
新
井
恒
易『
農
と
田
遊
び
の
研
究
』）。

　

高
野
山
の
鎮
守
神
で
あ
る
丹
生
都
比
売
神
社

（
か
つ
ら
ぎ
町
天
野
）の
御
田
は
、
正
月
第
三
日

曜
日（
も
と
は
正
月
十
四
日
）に
行
わ
れ
て
い
ま

す（
写
真
１
）。

　

鍬く
わ

を
使
う
田た

人び
と（

面
を
着
け
る
）と
鋤す
き

を
使
う

牛う
し

飼か
い（

面
を
着
け
る
）が
登
場
し（
写
真
2
）、
田

打
ち
・
牛
耕
・
種
蒔
き
・
鳥
追
い
・
稲
刈
り
な
ど

の
所
作
を
、
神
職
に
よ
る
祭
典
も
合
わ
せ
て
一

時
間
あ
ま
り
繰
り
広
げ
ま
す
。
こ
の
他
、
お
膳

を
持
つ
礼
の
坊
や
田た

づ
女め

、
小
学
生
の
女
児
が

演
じ
る
早
乙
女
も
登
場
し
ま
す
。

　

梁
瀬
・
杉
野
原
・
久
野
原
の
御
田
は
、
隔
年

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
真
国
の
御
田
は
、
し
ば

ら
く
中
断
し
て
い
ま
し
た
。
近
年
、
真
国
小
学

校
跡
に
開
校
し
た
、
り
ら
創
造
芸
術
高
等
専
修

学
校
の
学
生
が
復
活
上
演
し
、
御
田
の
継
承
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
五
か
所
に
伝
わ
る
御
田
の
登
場
人
物

を
表
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
梁
瀬
・
杉
野

原
・
久
野
原
・
真
国
の
御
田
は
、
主
役
を
舅し
ゅ
う
と

・

写真 1　文政 7 年年中行事
正月14 日御田の条

（丹生家文書 資料番号た -175-1）写真 2　天野丹生都比売神社の御田

表　御田の日時と登場人物写真 3　梁瀬の御田

図 1　杉野原の御田（『紀伊国名所図会』後編巻 3）

　

高
野
山
周
辺
の

　
　

御
田
植
え
神
事

真国 久野原 杉野原 梁瀬 天野
旧
暦
正
月
７
日

隔
年
２
月
11
日

（
も
と
旧
暦

正
月
９
日
）

隔
年
２
月
11
日

（
も
と
旧
暦

正
月
６
日
）

隔
年
2
月
11
日

に
近
い
日
曜
日

（
も
と
旧
暦

正
月
8
日
）

正
月
第
３
日
曜

日
（
も
と
正
月

14
日
） 日

時

花
賀
の
丞

（
舅
・
面
）

福
太
郎

（
聟
・
面
）

舅聟 舅聟 黒
し
ら
げ

（
舅
）

福
太
郎

（
聟
）

田
人
（
面
）

牛
飼
（
面
）

主
役

早
乙
女

牛 稚
児
（
男
児
）

牛 田
刈
り

田
植
子
（
男
児
）

牛 白
し
ら
げ（
百
々
丞
）

百
太
郎（
脇
鍬
）

徳
太
郎（
尻
鍬
）

お
ん
な
り
持
ち

（
女
装
男
子
）

田
植
子（
男
児
）

牛 田
づ
女
（
面
）

礼
の
坊
（
面
）

早
乙
女
（
女
児
）

一
石
（
牛
）

そ
の
他
の
登
場
者



聟む
こ

と
呼
ぶ
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
天
野
の
御
田

は
、
主
役
の
名
称
は
梁
瀬
・
杉
野
原
・
久
野
原
・

真
国
と
は
違
っ
て
い
ま
す
が
、
面
を
着
け
て
演

じ
る
こ
と
は
真
国
の
御
田
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

梁
瀬
の
御
田
は
、
主
役
の
二
名
の
他
に
、
さ
ら

に
多
く
の
人
物
が
登
場
す
る
に
ぎ
や
か
な
御
田

に
な
っ
て
い
ま
す
。

台
詞
の
類
似

　

高
野
山
の
周
辺
に
伝
わ
っ
た
五
つ
の
御
田
は
、

登
場
人
物
を
見
る
と
異
同
が
多
く
、
お
互
い
の

関
係
は
よ
く
解
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
御
田
の

台せ
り
ふ詞

を
比
べ
る
と
、
と
て
も
類
似
し
て
い
る
こ

と
が
解
り
ま
す
。
御
田
の
始
ま
り
に
、
田
打
ち

や
鍬
初
め
と
呼
ば
れ
る
、
田
を
耕
す
所
作
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
の
台
詞
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

天
野　
　

打
て
の
林

梁
瀬　
　

春は
る

鍬く
わ

そ
よ
ん
な
、
打
つ
よ
り
世
よ
し

杉
野
原　

春
鍬
を
備そ
よ
ん

な
、
擣う

つ
よ
り
世
が
よ
し

久
野
原　

春
鍬
は
そ
よ
な
、
ハ
ー
打
つ
よ
り
よ

　
　
　
　

よ
し

真
国　
　

あ
ー
春
鍬
、
そ
よ
の
こ
、
打
出
の
小
槌

天
野
と
真
国
の
台
詞
は
、
他
と
少
し
違
っ
て
い

ま
す
が
、「
よ
よ
し
」が
「
は
や
し
」に
、「
打
つ

よ
り
世
よ
し
」が
「
打
出
の
小
槌
」に
変
化
し
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
、
稲
刈
り
の
場
面
の
台
詞
を
あ
げ

て
み
ま
す
。

天
野　
　

を
は
ら
や
、
ち
ゝ
は
ら
、
徳
た
の
し

　
　
　
　

が
、
田
を
刈
る
よ
う
に

梁
瀬　
　

お
春
や
し
ち
や
ろ
を
、
百
太
郎
氏
の

　
　
　
　

徳
太
郎

杉
野
原　

作
田
主
の
徳
田
主
や
、
御お

祓は
ら
い

や
節せ

会ち

　
　
　
　

葉は

久
野
原　

刈
る
に
や
し
つ
は
、
百
田
人
主
の
百

　
　
　
　

太
郎
は
、
田
を
刈
る
よ
う
見
さ
よ
な

真
国　
　

八や

尾を

原は
ら

や
七し
ち

原は
ら

や
、
し
ゃ
く
田た

君き
み

の

　
　
　
　

徳
太
郎
が
、田
刈
る
よ
う
、は
や
〳
〵

　
　
　
　

〳
〵
や
ん
や

　

御
田
が
長
く
伝
え
ら
れ
た
過
程
で
、
様
々
に

変
化
し
て
い
ま
す
が
、
意
味
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
き
た
台
詞
を
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
を
当
て
は
め
て
い
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

天
野
や
真
国
の
御
田
は
一
時
間
ほ
ど
、梁
瀬
・

杉
野
原
・
久
野
原
の
御
田
は
二
時
間
近
く
神
事

が
続
き
ま
す
が
、
い
く
つ
か
の
場
面
の
台
詞
は
、

こ
の
よ
う
に
と
て
も
似
通
っ
て
い
ま
す
。

鍬
と
鋤

　

現
行
の
御
田
が
随
分
と
違
っ
て
見
え
て

も
、
台
詞
の
類
似
が
多
く
、
こ
の
五
つ
の
御

田
は
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で

す
が
、
長
い
間
不
思
議
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
梁
瀬
・
杉
野
原
・
久
野
原
・

真
国
の
御
田
は
、
数
は
違
い
ま
す
が
鍬
だ
け

を
使
っ
て
神
事
が
進
み
ま
す
。
し
か
し
、
天

野
の
御
田
に
は
、
鋤
を
用
い
る
所
作
が
あ
る

こ
と
で
し
た
（
写
真
２
～
６
）。
天
野
の
御
田

で
は
、
鍬
と
鋤
は
田
打
ち
の
場
面
で
用
い
ま

す
が
、
こ
の
時
の
天
野
の
御
田
の
台
詞
は
「
打

て
の
林
」で
し
た
。
鍬
は「
打
つ
」と
言
い
ま
す

が
、
鋤
は
「
打
つ
」と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ど
う

や
ら
、
鋤
は
後
か
ら
加
わ
っ
た
要
素
で
あ
る

こ
と
は
確
か
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
い
つ
の

こ
と
な
の
か
が
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、
丹
生
都
比
売

神
社
の
所
蔵
文
書
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
に
、

明
治
維
新
の
時
に
管
理
替
え
を
す
る
道
具
の
覚

え
書
が
あ
り
、
御
田
用
と
し
て
次
の
道
具
が
書

き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た（『
丹
生
都
比
売
神
社

史
』史
料
編
）。

　

面　

二　
　

牛
面　

一　
　

木
の
鍬　

一

　

木
の
鎌　

一　
　

福
の
種
入
桶　

一

こ
こ
に
は
鋤
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
御
田
に
は
、

鋤
の
所
作
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
天
野
の
御
田
に
鋤
が
登
場
し
た
の
は
、

明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
天
野
の
御
田
で
使
う
鋤
の
柄
に
は
「
明

治
二
十
有
二
年
旧
一
月
十
四
日
」と
の
墨
書
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
日
付
は
、
こ
の
鋤
が
造
ら
れ
た
日

を
示
し
て
い
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
、
天
野
の

御
田
に
鋤
が
導
入
さ
れ
た
日
を
も
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
天
野
の
御

田
で
は
、
明
治
二
十
二
年
の
神
事
か
ら
鋤
が
使
わ

れ
始
め
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

御
田
の
台
詞
は
以
下
を
参
照
し
ま
し
た
。
天

野
の
御
田
は
、
江
戸
時
代
の
台
詞
を
引
用
し
ま

し
た
。

天
野『
丹
生
都
比
売
神
社
史
』

梁
瀬『
和
歌
山
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』第
五
集

久
野
原
・
杉
野
原『
清
水
町
誌
』史
料
編

真
国『
農
と
田
遊
び
の
研
究
』下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
信
明
）
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写真 6　真国の御田
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当
館
所
蔵
の
『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書

書
上
げ
』の
中
か
ら
、
紀
州
藩
の
御
数
寄
屋
頭

で
あ
っ
た
表
千
家
の「
親
類
書
」を
ご
紹
介
し
ま

す
。
古
文
書
講
座
期
間
中
に
ケ
ー
ス
展
示
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
御
覧
い
た
だ
い
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

一
母	

家
女
死

　
　
　
　
　

禁
裏
御
内	

死

一
家
女	

	

河
北
右
衛
門
娘　
　
　

一
惣
領	

養
子	

千
宗
員（
了
々
斎
）

　

一
未　
　
　
　
　
　
　

二
十
二
歳

　
　
御
目
見
不
仕
候

一
次
男	

	

千
与
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
手
前
ニ
罷
在
候

一
娘	
	

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
手
前
ニ
罷
在
候

　
　
　
　
　
　
仙
洞
御
所
御
附
醫

一
姪	

	

浦
野
等
安
妻

（　

）内
筆
者
補
注

　

写
真
１
は
八
代
家
元
の
啐そ
っ

啄た
く

斎さ
い

が
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）二
月
に
提
出
し
た
「
先
祖
書　

親

類
書
」（
資
料
番
号
７
５
６
６
）で
す
。

　

こ
の
史
料
か
ら
は
、
了り
ょ
う

々り
ょ
う

斎さ
い（

千
宗
員
）が
家

元
を
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
千
家
へ
養
子
に
入
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
了
々
斎
は
久
田

宗そ
う

渓け
い

と
い
う
人
の
子
で
し
た
。
久
田
家
は
表
千

家
と
古
く
か
ら
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
表
千
家
五

代
・
六
代
の
家
元
も
久
田
家
の
出
身
で
す
。

　

次
男
の
与
七
郎
と
娘
一
人
と
い
う
の
は
、

了
々
斎
の
弟
と
妹
で
し
ょ
う
か
。
他
に
与
七
郎

の
存
在
を
示
す
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
の
で

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
二
人
は
「
私
手

前
ニ
罷
在
候
」つ
ま
り
、
啐
啄
斎
が
養
っ
て
い

ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
京
住
浪
人

一
父	

久
田
宗
渓
死

一
母	

家
女

　
　
　
　
　
　
　
　
京
住
浪
人

一
弟	

久
田
宗
也

一
妹	

壱
人

　

右
之
通
御
座
候
以
上　
　
　
　

	

㊞　
　
　

　
　

文
化
元
年
子
十
二
月　

千
宗
左（
花
押
）

　

了
々
斎
が
啐
啄
斎
の
隠
居
に
よ
っ
て
家
督
を

相
続
し
、
文
化
元
年（
一
八
〇
四
）に
提
出
し
た

「
先
祖
書　

親
類
書
」（
資
料
番
号
７
５
６
７
）か

ら
は
、
弟
た
ち
が
久
田
家
に
い
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
ま
す
。（
写
真
２
）

　

了
々
斎
が
表
千
家
を
継
承
す
る
と
、
弟
の
久

田
宗
也
も
皓こ
う

々こ
う

斎さ
い

と
号
し
、
兄
の
茶
の
湯
を
支

え
る
立
場
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
了
々
斎
の
あ

と
十
代
家
元
を
継
ぐ
吸き
ゅ
う

江こ
う

斎さ
い

は
、
宗
也
の
子
で

し
た
。

　

そ
の
吸
江
斎
が
文
政
九
年（
一
八
二
六
）六
月

に
提
出
し
た
写
真
３
の
「
親
類
書
」（
資
料
番
号

７
５
６
９
）で
は
、
了
々
斎
の
妹
で
吸
江
斎
に

と
っ
て
は
伯
母
に
あ
た
る
女
性
が
、
森
田
貞
之

助
の
母
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
田
家

へ
嫁
い
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
　
　

実
方

　
　
　
　
　
　
　
　
京
住
浪
人

一
祖
父	

久
田
宗
渓
死

一
祖
母	
　
　

家
女
死

　
　
　
　
　
　
　
　
京
住
浪
人

一
父	
久
田
宗
也
死

	

千
宗
旦（
啐
啄
斎
）死

一
母	

　
　
　
　
　
　

娘

一
継
父　
　
　
　
御
徒
格	

久
田
宗
利

　
　
右
者
実
父
宗
也
致
病
死
候
付
実
母
江
宗
利
を
入
婿
ニ

　
　
仕
候
ニ
付
継
父
之
続
ニ
相
成
申
候

一
姉	

　

壱
人

	

　
継
父
手
前
ニ
罷
在
候

一
妹	

　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断	　

一
伯
母　
　
　
　
　
森
田
貞
之
助

母

　

こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
、
了
々
斎
の
門
人
で

あ
っ
た
草く
さ

間ま

直な
お

方か
た

と
い
う
人
物
が
、
書
き
残
し

て
い
る
の
で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

幼
少
ノ
子
息
両
人
ヲ
（
中
略
）
啐
啄
斎
引
受
世

話
被
致
長
男
宗
禎
ヲ
養
子
ニ
セ
ラ
レ
二
男
宗
與

ヲ
以
テ
家
相
続
致
サ
セ
末
女
ヲ
以
テ
森
田
ノ
家

ヲ
興
ス　
（
草
間
直
方
『
茶
器
名
物
図
彙
』
上　

一
二
五
頁　

文
彩
社　

一
九
七
六
）

　

啐
啄
斎
は
宗
渓
の
子
供
た
ち
を
引
受
け
、
世

話
し
た
の
ち
、
長
男
宗
禎（
了
々
斎
）を
養
子
に

し
て
千
家
の
跡
継
ぎ
と
し
、
二
男
の
宗
与
（
久

田
宗
也
）に
久
田
家
を
相
続
さ
せ
、末
娘
を
も
っ

て
森
田
の
家
を
興
し
た
と
あ
り
、「
親
類
書
」の

記
述
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
親
類
書
」か
ら
は
、「
先
祖

書
」や
「
系
譜
」に
あ
ら
わ
れ
な
い
人
物
の
動
向

や
、
血
縁
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
年
度
の
文
書
館
紀
要
で
表
千
家
の「
系
譜
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
一

読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
砂
川
佳
子
）

収
蔵
史
料
目
録
一
一
の
刊
行

紀
要
第
一
五
号
の
刊
行

  
「
親
類
書
」
か
ら

　
　
　

わ
か
る
こ
と

写真 1  啐啄斎本「先祖書　親類書」
（資料番号　7566）

写真２  了々 斎本「先祖書　親類書」
（資料番号　7567）

写真３　吸江斎本「親類書」
　　　　（資料番号　7569）

  
「
親
類
書
」
か
ら

　
　
　

わ
か
る
こ
と
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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
の
四
方
山
話
』を
テ
ー
マ
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
四
回
と
も
、
当
館
の
須
山
高
明
主

幹
が
、
小
梅
日
記
や
日
知
録
を
繙
き
、
幕
末
城

下
町
和
歌
山
に
生
き
る
人
々
の
生
活
の
様
子
を

四
つ
の
項
目
に
分
け
、『
紀
伊
国
名
所
図
会
』や
、

現
在
の
様
子
を
写
し
た
写
真
等
、
さ
ま
ざ
ま
な

参
考
資
料
を
使
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し

ま
し
た
。

　

今
回
、
大
勢
の
方
々
か
ら
申
込
み
を
い
た
だ

き
、
当
初
の
予
定
よ
り
早
く
受
付
を
閉
め
切
ら

せ
て
い
た
だ
く
ほ
ど
の
人
気
と
な
り
ま
し
た
。

　

後
半
、
一
週
間
の
間
隔
が
空
く
日
程
と
な
り

ま
し
た
が
、
四
日
間
で
、
延
べ
三
○
四
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
。

●
「
俗
信
」
の

角
度
か
ら
焦
点

を
あ
て
る
こ
と

の
面
白
さ
を
知

っ
た
。
四
方
山

話
と
い
う
形
で

人
々
の
生
活
や

思
い
を
さ
り
げ

な
く
掘
り
下
げ

て
ゆ
く
事
の
大

切
さ
を
思
う
。

●
昔
の
生
活
ぶ

り
が
詳
し
く
知
れ
て
良
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

資
料
を
使
っ
て
、
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
を
巡
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
大
師
巡
り
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
お
寺
さ

ん
が
あ
り
、
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

●
現
在
の
社
会
の
行
事
や
習
慣
が
昔
か
ら
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
信
仰
に
伴
う
行
事

に
参
加
す
る
こ
と
が
、
意
義
深
い
と
感
じ
ま

し
た
。

　

昨
年
三
月
発
刊
し
た
収
蔵
史
料
目
録
一
〇

『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
』の
下
巻

と
し
て
、「
田
井
」姓
か
ら「
藁
科
」姓
ま
で
を
収

録
し
た
目
録
一
一
を
刊
行
し
ま
し
た
。
頒
価
は

一
四
〇
〇
円
で
す
。

　

こ
れ
で
、
総
数
一
五
、七
二
七
点
に
の
ぼ
る

『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ	

上
・
下
』

が
完
成
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
目
録
は
、
御
三
家
紀
州
藩
家
臣
団
の
動

向
を
研
究
さ
れ
て
い
る
研
究
者
の
方
や
、
ご
自

身
の
ル
ー
ツ
を
調
査
さ
れ
て
い
る
方
々
に
と
っ

て
、
非
常
に
有
効
な
手
立
て
の
一
つ
に
な
る
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
方
々
に
ご
利
用
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

ま
た
、
末
尾
に
は
当
館
嘱
託
研
究
員
遊
佐
教

寛
に
よ
る「
縦
の『
系
譜
』・
横
の『
親
類
書
』」も

収
録
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
紀
州
藩
士
の

出
自
・
来
歴
な
ど
を
調
べ
る
際
に
、「
系
譜
」や

「
親
類
書
」を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
け
ば
、
さ

ま
ざ
ま
な
事
情
が
判
明
し
て
く
る
こ
と
を
述
べ

た
興
味
深
い
読
み
物
で
す
。

・
伊
藤
信
明
「
大
野
荘
春
日
神
社
の
寛
永
十
三

年
定
書
に
つ
い
て
」

　

現
海
南
市
大
野
中
に
あ
る
春
日
神
社
の
祭

祀
組
織
メ
ン
バ
ー
の
養
子
相
続
に
関
し
て
定

め
た
「
寛
永
十
三
年
定
書
」は
、
こ
の
年
に
定

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
に
記
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
い

つ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
さ
れ
た
の
か

を
考
察
し
た
も
の
。

・
砂
川
佳
子「
表
千
家
系
譜
の
比
較
」

　

紀
州
藩
士
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
表
千
家

系
譜
の
中
か
ら
「
吸
江
斎
本
」に
焦
点
を
あ
て
、

他
の
史
料
と
の
比
較
を
通
し
て「
吸
江
斎
本
」が

持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
。

・
須
山
高
明
「
城
下
町
和
歌
山
に
お
け
る
社
寺

参
詣
」

　
「
小
梅
日
記
」と
沼
野
峯
の「
日
知
録
」と
い
う

二
つ
の
日
記
の
記
録
を
素
材
と
し
て
、
城
下
町

和
歌
山
に
暮
ら
す
人
々
が
い
つ
、
ど
ん
な
場
合

に
近
郊
の
社
寺
に
参
詣
し
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
、
そ
の
実
態
を
報
告
し
た
も
の
。

・「
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
」の
中

で
、
従
来
は
修
復
困
難
と
さ
れ
て
い
た
も
の
に

つ
い
て
、
リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
方
法
で
、

一
一
四
点
を
修
復
し
ま
し
た
。

・	

紀
州
東
照
宮
所
蔵
の『
南
紀
徳
川
史
』の
原
本

八
七
点
と
、「
海
南
市
大
野
中
春
日
神
社
文
書
」

三
九
一
点
の
合
計
四
七
八
点
の
マ
イ
ク
ロ
撮
影

を
実
施
し
、
複
製
物
を
作
成
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
三
年
度 

歴
史
講
座

収
蔵
史
料
目
録
一
一
の
刊
行

紀
要
第
一
五
号
の
刊
行

史
料
保
存

　
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
抜
粋

第
一
回	

十
月		

五
日（
木
）

「
年
中
行
事
と
通
過
儀
礼　
Ⅰ
」

第
二
回	

十
月
十
二
日（
木
）

「
年
中
行
事
と
通
過
儀
礼　
Ⅱ
」

第
三
回	

十
月
十
九
日（
木
）

	

「
移
し
霊
場
と
大
師
め
ぐ
り
」

第
四
回	

十
一
月　
二
日（
木
）

「
俗
信
と
ま
じ
な
い
」

「
趣
味
と
娯
楽
」

『
幕
末
城
下
町
和
歌
山
の
四
方
山
話
』

　
講
師		

県
立
文
書
館
主
幹　
須
山
高
明
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堀
内
家
文
書

　

郷
土
史
研
究
の
上
で
基
本
的
文
献
の
一
つ
と

し
て
有
名
な『
南
紀
徳
川
史
』の
編
著
者
で
あ
る
、

堀
内
信
の
御
子
孫
に
あ
た
ら
れ
る
堀
内
敬
輔
氏

か
ら
御
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
『
南
紀
徳
川
史
』の
原
稿
、『
南
紀
物
語
』（
写

本
）、「
老
の
苧
環	

上
下
」二
冊
な
ど
を
含
む
合

計
二
三
点
の
史
料
群
で
す
。

馬
場
郁
夫
氏
旧
蔵
資
料

　

元
県
職
員
で
林
政
関
係
の
仕
事
に
従
事
さ
れ

て
い
た
、
馬
場
郁
夫
氏
か
ら
御
寄
贈
い
た
だ
い

た
林
政
関
係
の
六
〇
点
に
の
ぼ
る
資
料
群
で
す
。

　

当
館
職
員
が
講
師
と
な
っ
て
開
催
し
た
古
文

書
講
座
や
歴
史
講
座
の
記
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
出
を

始
め
ま
し
た
。

　

公
共
団
体
や
学
校
、
ま
た
は
古
文
書
サ
ー
ク

ル
や
郷
土
史
サ
ー
ク
ル
な
ど
が
主
催
す
る
勉
強

会
や
講
座
等
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
貸
出
期
間

は
一
五
日
以
内
で
、
無
料
で
す
。

　

平
成
二
三
年
度
に
実
施
し
た
古
文
書
講
座
と
、

平
成
一
四
・
一
六
・
一
八
・
一
九
・
二
二
・
二
三
年
度

に
実
施
し
た
歴
史
講
座
を
そ
れ
ぞ
れ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に

収
録
し
て
い
ま
す
。
な
お
一
部
、
映
像
や
音
声

が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
講
座
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
も
保
存

し
て
い
ま
す
の
で
、
複
写（
有
料
）に
よ
り
利
用

し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

		

申
し
込
み
方

法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
当
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
ま
た
は
、

当
館
へ
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
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
33
号

平
成
24
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　
株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

文
書
館
の
利
用
案
内

貴
重
な
史
料
・
文
献
の
寄
贈「老の苧環」より

熊野山中馬を知らず
「老の苧環」より

樫
ドン

實
グリ

食用

講
座
記
録
等
の
貸
出
に
つ
い
て


