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⿓⿓
「
時
鳥
松
」
と
は

表
紙
に
掲
げ
た
図
は『
紀
伊
国
名
所
図
会
』初

編
巻
之
一
上（
以
下『
名
所
図
会
』）廿
七
丁
に
登

場
す
る
絵
図
で
す
。

こ
の
図
は
大
橋
を
中
心
に
街
並
み
を
俯
瞰
し

た
も
の
で
、
朱
の
矢
印
で
指
し
示
し
た
所
に
時

鳥
松
と
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
図
で
見
る
と「
時
鳥
松
」が
あ
っ
た
場
所

は
和
歌
川
に
架
け
ら
れ
た
大
橋

東
詰
め
の
北
、
新
通
一
丁
目
の

川
岸
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判

り
ま
す
。

大
橋
の
西
詰
め
に
は
大
橋
御

門
が
見
え
、
そ
の
左
側
に
番
小

屋
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
東

詰
め
に
も
番
小
屋
が
見
え
ま
す

が
、
門
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
頃
は
大

橋
の
西
詰
め
ま
で
が
城
下
町
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の

西
詰
め
の
南
北
の
通
り
が
和
歌

道
で
あ
り
、
東
詰
め
の
通
り
が

紀
三
井
寺
道
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
大
橋
の
こ
と
は

田
中
敬
忠
氏
の『
紀
州
今
昔
』の

二
三
頁
に
、
広
瀬
大
橋
と
も
郭

公
橋
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

郭
公
橋
と
呼
ば
れ
た
理
由
は
郭
公
松
が
明
治

中
期
頃
ま
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
、
と
推
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
郭
公

松
は
随
分
長
く
繁
茂
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ま
た
、
三
尾
功
氏
の
『
近
世
都
市
和
歌
山
の

研
究
』に
よ
れ
ば
、
近
世
の
大
橋
の
長
さ
は
時

期
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
っ
た
も
の
の
、

三
七
間
三
尺
五
寸（
一
間
一
・
九
メ
ー
ト
ル
で
換

算
す
る
と
、
約
七
四
メ
ー
ト
ル
）、
幅
は
二
間

三
尺
五
寸（
約
四
メ
ー
ト
ル
）あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
、
昭
和
六
十
二
年
に
架
け
替
え
ら
れ

た
現
在
の
大
橋
の
長
さ
が
三
八
メ
ー
ト
ル
で
す

か
ら（「
和
歌
山
県
道
路
橋
集
覧
」第
三
巻
）、
和

歌
川
の
川
幅
が
都
市
計
画
や
さ
ま
ざ
ま
な
災
害

の
た
め
に
か
な
り
狭
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。

左
の
図
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

こ
こ
に
は
、
二
人
の
商
人
が
立
て
札
の
前
で

興
味
深
げ
に
松
を
見
物
し
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

時
鳥
松
の
周
囲
は
短
い
柵
で
囲
ま
れ
て
い
て

観
光
名
所
だ
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
見
物
客
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
時
鳥
松
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
巻

の
廿
九
丁
で
、「
郭
公
枩
」と
し
て

大
橋
の
東
詰
な
る
少
し
く
北
の
川
岸
に
あ

り
、
枝
葉
繁
茂
し
て
、
千
載
の
蒼
翠
常
に
色

を
か
へ
ず
、
実
に
奇
観
と
い
う
べ
し
、
名
義

は
土
屋
氏
の
記
に
ゆ
づ
り
て
又
贅
せ
ず

と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
時
鳥
」も「
郭
公
」も
ど
ち
ら
も「
ほ
と
と
ぎ

す
」と
読
み
ま
す
。

こ
の
解
説
で
も
、
時
鳥
松
は
大
橋
の
東
詰
の

少
し
北
の
川
岸
に
あ
っ
て
、
長
い
間
青
々
と

茂
っ
て
、
そ
の
色
を
変
え
る
こ
と
の
な
い
不
思

議
な
松
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
時
鳥
松
」と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
既
に
土
屋

氏
が
も
の
し
た
物
語
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ

で
は
敢
え
て
余
計
な
こ
と
を
言
う
こ
と
は
避
け

ま
し
ょ
う
、
と
も
し
て
い
ま
す
。

⿓⿓
「
郭
公
枩ま

つ
の
記
」
を
読
む

 

「
郭
公
枩
の
記
」は
カ
ナ
が
七
二
七
文
字
と

ふ
り
が
な
が
付
い
て
い
な
い
漢
字
九
文
字
と
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
を
除
い
て
音
（
お

ん
）は
四
八
文
字
で
す
が
、
こ
の
七
二
七
文
字

に
は
七
八
通
り
の
カ
ナ
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
合
字（
ま
た
は
連
字
と
も
）が
七
箇
所
、

重
点（
か
さ
ね
字
・
お
ど
り
字
と
も
）が
一
五
箇

所
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
に
も
注
意

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

       「
郭
公
枩
の
記
」       

土
屋
安
足

和
歌
山
新
通
り
に
黒
岩
道
碩
と
い
う
町
医
者
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（
＝
く
す
し
）が
い
ま
し
た
が
、
こ
の
人
は
漢
方

医
学
に
も
詳
し
く
（
＝
も
ろ
こ
し
の
ふ
み
ど
も

を
よ
く
よ
み
。
一
般
的
に
は
漢
詩
等
を
指
し
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
漢
方
の
医
書
と
解
釈
す
る
方

が
妥
当
で
し
ょ
う
。）、
親
孝
行
な
人
で
も
あ
っ

た
の
で
、
世
間
で
も
評
判
に
な
っ
て
（
＝
世
に

も
き
こ
え
て
）、
藩
で
も
（
＝
公
に
も
）た
い
そ

う
立
派
な
こ
と
を
す
る
者
だ
と
お
感
じ
に
な
ら

れ
て
（
＝
い
み
じ
き
こ
と
に
お
ぼ
し
め
し
て
）、

褒
賞
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
（
＝
禄
か
つ
け
さ
せ

た
ま
へ
り
）。

 

道
碩
の
妻
は
井
口
屋
三
右
衛
門
の
娘
で
し

た
が
、
そ
の
三
右
衛
門
の
母
親
も
大
橋
の
東
岸

付
近
に
住
ま
い
し
た
（
＝
家
ゐ
し
て
）裕
福
な

（
＝
よ
き
き
ぬ
き
た
る
）商
人
で
し
た
。

今
か
ら
相
当
昔
の
こ
と
、
こ
の
祖
母
（
＝
家

刀
自
）が
自
分
の
家
の
勝
手
口
の
川
岸
に
二
本

の
松
の
株（
＝
松
ふ
た
も
と
を
）を
植
え
ま
し
た
。

（
図
で
は
一
本
の
よ
う
に
見
え
ま
す
か
ら
、
一

本
は
枯
死
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。）

そ
の
後
、
年
を
と
っ
て
出
家
し
て
（
＝
年
老

か
し
ら
お
ろ
し
て
）見
已
と
名
乗
っ
た
大
伯
父

が
そ
の
地
に
や
っ
て
来
て
住
ん
で
い
た
頃
、
大

き
く
育
っ
た
こ
の
松
の
近
く
に
時
鳥
が
や
っ
て

き
て
は
よ
く
鳴
く
の
で
、
風
情
が
あ
る
も
の
だ

と
思
っ
て（
お
か
し
う
お
も
ひ
て
）、
何
時
の
頃

か
ら
か
、
郭
公
松
と
名
付
け
ま
し
た
。

そ
う
し
て
、
長
い
年
月
が
経
っ
て
松
を
植
え

た
祖
母（
＝
刀
自
）も
、
郭
公
松
と
名
付
け
た
見

已
も
死
ん
で
し
ま
い
（
＝
身
ま
か
り
う
せ
て
）、

妻
の
実
家
も
絶
え
て
（
＝
を
の
れ
が
家
の
は
ふ

れ
は
て
て
）し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
道
碩
の

妻
は
家
の
前
に
育
っ
た
松
は
先
祖
が
残
し
た
形

見
で
あ
る
の
に
（
＝
と
ほ
つ
お
や
の
も
の
し
を

き
つ
る
か
た
み
と
な
つ
か
し
み
）、
そ
の
跡
を

訪
れ
る
人
さ
え
な
い
こ
と
を
（
あ
と
と
ふ
も
の

だ
に
な
き
を
）、
ず
っ
と
悲
し
ん
で（
＝
と
し
ご

ろ
憂
き
こ
と
に
お
も
ひ
）夢
に
ま
で
見
る
日
々

が
続
き
ま
し
た
が
、
あ
る
夜
の
夢
の
お
告
げ
に
、

川
か
ぜ
に
い
く
と
し
浪
を
か
く
る
松
か
え  

（
＝
川
風
に
何
年
も
何
年
も
浪
を
か
ぶ
っ
て
き

た
松
の
枝
な
の
だ
な
あ
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
し
ょ
う
か
。）

と
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
（
と
な
ん
き
ゝ

と
り
て
）、
翌
朝
（
＝
さ
め
て
の
あ
し
た
）不
思

議
な（
＝
あ
や
し
と
）こ
と
も
あ
る
も
の
だ
、
と

思
っ
て
周
囲
の
人
々
に
言
っ
て
ま
わ
っ
て
（
＝

か
た
り
こ
ち
て
）、
都
の
方
に
行
っ
て
い
る
姉

に
も
か
く
か
く
と
手
紙
で
知
ら
せ
る
と
、
姉

も
ま
た
興
味
深
く
思
っ
て
（
＝
あ
ハ
れ
に
お
も

ひ
）、
色
々
な
場
所
で
こ
の
こ
と
を
言
い
広
め

た（
＝
い
ひ
も
て
は
や
す
ほ
ど
）の
で
、
つ
い
に

は
、
高
貴
な
（
＝
や
ご
と
な
き
、
止
事
無　

や

ん
ご
と
な
き
）方
々
の
耳
に
も
入
っ
て
、
そ
の

方
々
が
お
詠
み
に
な
っ
た
和
歌
や
漢
詩
等
（
＝

や
ま
と
う
た
か
ら
歌
な
と
）を
贈
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
妻
は
歌
の
意
味
な
ど
話
に

も
な
ら
な
い（
＝
無
下
に
・
無
気
に
）ほ
ど
知
ら

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
に
も
（
＝
い
と

も　

と
て
も
を
さ
ら
に
強
め
て
い
う
表
現
）不

思
議
な
出
来
事
で
す
。

と
い
う
風
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
少
し
小

さ
く
て
読
み
づ
ら
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
本

文
を
掲
げ
ま
し
た
の
で
こ
こ
で
は
要
約
を
し
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
の
意
味
を
表
す
原
文
を
適
宜

（ 

）に
入
れ
て
補
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

⿓⿓
「
郭
公
枩ま

つ
の
記
」
の
作
者

と
こ
ろ
で
、
本
文
に
も
入
れ
ま
し
た
が
「
郭
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公
枩
の
記
」の
作
者
は
土つ
ち

屋や

安や
す

足た
り

と
い
う
名
前

の
紀
州
藩
士
で
す
が
、『
藤
垣
内
翁
略
年
譜
附

教
子
名
鑑
』に
「
土
屋
惣
五
郎
安
足
」と
い
う
名

前
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
本

居
大
平
門
で
、『
名
所
図
会
』や
『
紀
伊
続
風
土

記
』の
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
加
納
諸
平
編
の『
類

題
和
歌
鰒
玉
集
』二
編
の
雑
の
部
に
も
一
首
だ

け「
土
屋
惣
五
郎
安
足
」の
歌
が
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
当
館
所
蔵
の
土
屋
家
系
譜
（
資

料
番
号
九
〇
四
九
）に
よ
れ
ば
、
惣
五
郎
を
名

乗
っ
た
人
物
は
、
初
代
で
あ
っ
た
父
惣
右
衛
門

忠
秋
の
長
男
し
か
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
惣

五
郎
の
本
名
は
忠
充
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

惣
五
郎
忠
充
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）正
月
、

無
足
の
ま
ま
御
右
筆
部
屋
写
物
御
用
を
仰
せ
付

か
っ
て
出
仕
し
ま
す
が
、
そ
の
後
次
第
に
累
進

し
て
天
明
元
年（
一
七
八
一
）六
月
に
御
右
筆
本

役
と
な
り
、
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）に
大
御
番

格
、
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）に
御
小
姓
組
格
に

ま
で
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
文
化
八
年
五
月
漸

く
家
督
を
継
ぎ
、
文
政
二
年（
一
八
一
九
）閏
四

月
、
六
三
歳
で
病
死
し
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
間
、
文
化
三
年
に
は
紀
伊
続
風
土

記
の
新
撰
御
用
を
仰
せ
付
か
っ
て
い
ま
す
が
、

文
化
八
年
三
月
に

　
（
前
略
）新
撰
之
儀
暫
相
止
候
付
右
御
用
筋

　

相
勤
候
得
共
不
及
其
儀
候

と
あ
っ
て
、
藩
の
事
情
で
風
土
記
の
編
纂
は
暫

く
延
期
す
る
の
で
こ
の
御
用
を
続
け
る
必
要
は

な
い
、と
命
じ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。し
た
が
っ

て
、
五
年
間
続
け
た
御
用
で
す
が
続
風
土
記
の

編
纂
に
加
わ
っ
た
人
物
の
中
に
は
こ
の
名
は
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。

と
は
言
え
、
本
居
大
平
門
下
の
文
化
人
で
続

風
土
記
新
撰
の
御
用
に
も
携
わ
っ
た
人
物
が
土

屋
惣
五
郎
安
足
で
あ
り
、「
郭
公
枩
の
記
」を
も

の
し
た
人
物
で
も
あ
る
と
し
て
も
、
何
の
不
思

議
も
あ
り
ま
せ
ん
。
惣
五
郎
忠
充
こ
そ
安
足
と

い
う
歌
号
を
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

⿓⿓
黒
岩
道
碩
に
つ
い
て

こ
の「
郭
公
枩
の
記
」の
主
要
な
登
場
人
物
は
、

黒
岩
道
碩
・
同
妻
・
そ
の
親
井
口
屋
三
右
衛
門
・

道
碩
の
妻
の
祖
母
・
同
じ
く
妻
の
大
伯
父
甚
右

衛
門
（
出
家
し
て
見
已
と
称
す
。）・
三
右
衛
門

の
娘
二
人（
道
碩
の
妻
を
除
く
）等
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
黒
岩
道
碩
に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま

し
ょ
う
。

彼
は
、「
南
紀
忠
孝
畧
伝
」（『
南
紀
徳
川
史
』

第
七
冊　

四
五
七
頁
）に
次
の
よ
う
に
登
場
し

て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
適
宜
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、

必
要
な
と
こ
ろ
に
は
振
り
カ
ナ
・
句
読
点
を
付

け
、（ 

）内
に
語
彙
の
説
明
を
入
れ
て
い
ま
す
。

黒
岩
道
碩
は
若
山
新
通
り
町
の
医
師
也
。

幼お
さ
な
く

し
て
父
を
喪う
し
な
い

ひ
、
母
に
能よ
く

事つ
か
え
りへ

り
。
母

老お
い

且か
つ

病や
み

て
打う
ち

臥ふ
し

ぬ
る
を
昼
夜
侍じ

養よ
う（

そ
ば
に

付
き
添
っ
て
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
）怠お
こ
た

ら
ず
。

夜
は
傍か
た
わ
ら

に
寝い

ぬ
（「
ぬ
」は
「
ね
」の
誤
り
カ
、

傍
に
寝
て
）、
母
の
尿
す
る
時
は
自
ら
扶た
す

け

て
行お
こ
な
い

、
食
物
に
好
む
所
あ
れ
ば
則す
な
わ
ち（
す
ぐ
に

で
も
）之こ
れ

を
進
め
、
母
生
う
ま
れ
な
が
ら

雷
を
畏お
そ

れ
ぬ
れ

ば（
怖
が
っ
て
い
た
の
で
）、
若も
し

空
掻か
き

曇く
も

り
雷

鳴
ら
む（
ん
）と
す
る
時
は
診
察
を
も
断
り
傍

を
は
な
れ
ず
。
雷
鳴
轟
く
と
き
は
家
内
残

ら
ず
打う
ち

囲か
こ
み

て
其
畏
れ
を
慰
め
ぬ
（
慰
め
て
い

た
）。
母
本も
と

よ
り
（
元
来
）神
仏
を
信
じ
、
老

後
も
折
々
参
詣
す
る
時
は
、
途
中
に
て
さ
ま

第 41号（平成 26年 11月発行）
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当
館
は
、
和
歌
山
県
内
外
の
他
機
関
が
行
う

二
つ
の
調
査
事
業
に
参
加
し
、
共
同
で
県
内
の

古
文
書（
民
間
所
在
資
料
）の
情
報
を
収
集
し
て

い
ま
す
。

地
域
に
眠
る
「
災
害
の
記
憶
」の
発
掘
・
共
有
・

継
承
事
業（
文
化
庁
補
助
金
事
業
）

文
化
庁
平
成
二
十
六
年
度
文
化
芸
術
振
興
費

補
助
金
に
よ
る
「
地
域
と
共
働
し
た
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
創
造
活
動
支
援
事
業
」と
し
て
和

歌
山
県
立
博
物
館
を
中
心
に
行
う
「
あ
ら
ゆ
る

人
び
と
と
つ
な
が
る
博
物
館
づ
く
り
事
業
」の

一
つ
で
、
和
歌
山
県
内
に
伝
わ
る
過
去
の
災
害

に
関
す
る
記
録
や
記
念
碑
、
言
い
伝
え
な
ど
を

再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
今
後
の
教

訓
と
し
、
併
せ
て
地
震
・
津
波
被
害
が
想
定
さ

れ
る
地
域
の
古
文
書
な
ど
文
化
財
の
所
在
調
査

を
行
う
事
業
で
す
。

同
館
の
ほ
か
、
県
教
育
庁
文
化
遺
産
課
や
県

外
の
研
究
者
、
被
災
歴
史
資
料
の
救
出
・
保
全

を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
歴
史
資
料
保
全

ネ
ッ
ト
・
わ
か
や
ま
」と
共
同
で
資
料
の
掘
り

起
こ
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
古
文
書
に
限
ら
ず
、

仏
像
や
石
碑
も
対
象
と
す
る
ほ
か
、
自
主
防
災

組
織
の
現
在
の
取
組
に
つ
い
て
も
聞
取
り
調
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。

調
査
対
象
地
域
は
、
御
坊
市
・
日
高
郡
美
浜

町
・
同
郡
日
高
川
町
及
び
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦

町
で
す
。
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
八
日
（
那

智
勝
浦
町
）及
び
三
月
一
日
（
御
坊
市
）に
現
地

学
習
会
を
開
催
予
定
で
す
。

和
歌
山
県
北
部
地
域
所
在
中
世
史
料
の
調
査
･
研

究（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
）

史
料
編
纂
所
の
ほ
か
、
県
立
博
物
館
や
和
歌

山
市
立
博
物
館
の
中
世
史
研
究
者
と
共
同
で
高

野
山
麓
（
伊
都
郡
・
那
賀
郡
・
有
田
郡
）の
中
世

古
文
書
を
中
心
に
調
査
・
撮
影
し
ま
す
。
所
蔵

者
の
許
可
を
得
た
古
文
書
の
写
真
は
、
当
館
で

公
開
す
る
予
定
で
す
。

ざ
ま
い
た
わ
り
、時
々
は
母
の
代だ
い

謁え
つ（
代
わ
っ

て
神
仏
に
詣
で
る
こ
と
）を
も
勤
め
、
療
治

に
出
る
に
も
昼
は
暮く
れ

六
つ
時（
午
後
六
時
頃
）、

夜
は
四
つ（
午
後
一
〇
時
頃
）を
限
り
、
又
会

計
足
ら
ざ
る
時
も（
家
計
が
苦
し
い
時
も
）余

り
あ
る
体
に
（
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
）見
せ
、

心
を
安や
す
ん

じ
さ
せ
何
事
も
母
の
指
揮（
指
示
）を

う
け
、
年と
し

来ご
ろ（

い
つ
も
）懈お
こ
た

ら
ざ
り
し
か
ば

（
懸
命
に
尽
く
し
て
い
た
の
で
）、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）、
官
よ
り（
褒
美
と
し
て
）白
銀

を
賜
え
り
。

と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
で
、
黒
岩
道
碩
は
第

九
代
藩
主
治
貞
の
治
世
期
に
顕
彰
さ
れ
た
こ
と

が
判
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
は
、
土
屋
安
足
に
よ

る「
郭
公
枩
の
記
」の
冒
頭
四
行
目
ま
で
の
内
容

を
詳
し
く
記
し
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
二
人
と
も
実
在
の
人
物
で
あ
る
と
と

も
に
、
少
々
脚
色
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
郭
公

松
の
記
も
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
り
ま
す
。

⿓⿓
「
郭
公
枩
の
記
」
の
成
立
時
期

と
こ
ろ
で
、
帯
屋
伊
兵
衛
こ
と
高
市
志
友
に

藩
当
局
か
ら『
名
所
図
会
』の
開
版
官
許
が
下
り

た
の
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）で
す
が
、『
名

所
図
会
』の
初
編
三
巻
五
冊
が
刊
行
さ
れ
た
の

は
文
化
八
年（
一
八
一
一
）五
月
で
す
か
ら
、
こ

の「
郭
公
枩
の
記
」は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

前
掲
の「
土
屋
家
系
譜
」は
傷
み
が
激
し
く
判

読
し
ず
ら
い
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

土
屋
惣
五
郎
は
二
度
の
江
戸
詰
め
御
用
の
後
、

寛
政
元
年
一
一
月
に
香
巌
院
様
（
第
九
代
藩
主

治
貞
）の
御
供
を
し
て
和
歌
山
に
帰
っ
て
き
た

と
い
う
記
録
が
見
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
物
語
の
成
立
の
時
期
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
黒
岩
道
碩
が
母
へ
の
孝
養
に
よ
っ
て

褒
賞
さ
れ
た
寛
政
元
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
書
物
の
出
版
ま
で

の
手
間（
原
稿
ま
た
は
草
稿
を
付
し
た
形
で
の
出

版
許
可
申
請—

町
奉
行
所
か
ら
の
許
可—

下
書

き—

彫
刻—

数
回
の
校
正—

刷
り—

綴
じ—

前

後
の
表
紙
付
等
、
書
物
の
種
類
に
よ
っ
て
順
番

は
必
ず
し
も
決
ま
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
）に
要
す
る
時
間
等
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
さ
ら
に
、
板
元
で
あ
る
高

市
志
友
は
初
編
三
巻
五
冊
と
二
編
三
巻
五
冊
の

草
稿
を
、
ほ
ぼ
同
時
に
書
き
上
げ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
大
量
の
草
稿
を
書
き
上
げ
る
た
め

に
、
高
市
志
友
が
何
年
位
の
期
間
を
費
や
し
た

の
か
は
判
り
か
ね
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
寛
政
八

年
の
開
版
官
許
が
下
り
る
以
前
か
ら
、
彼
は
草

稿
の
準
備
を
始
め
て
い
た
に
違
い
な
い
筈
で
す
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
文
化
年
間
の
成
立

と
い
う
こ
と
で
は
遅
過
ぎ
る
よ
う
に
考
え
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
、『
名
所
図
会
』中
の「
郭
公
枩
」の

解
説
と
黒
岩
道
碩
の
孝
養
や
、
二
頁
の
図
に
見

え
る
見
物
人
等
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ

の「
郭
公
枩
の
記
」は『
名
所
図
会
』初
編
が
出
版

さ
れ
た
時
に
は
、
既
に
大
い
に
人
口
に
膾
炙
し

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
少
々

推
定
期
間
は
長
く
な
り
ま
す
が
、
寛
政
二
年
以

降
で
享
和
年
中（
一
八
〇
一—

三
）ま
で
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
残
念
な
が
ら
肝
心
な
こ
と
が
判

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
郭
公
枩
が
い
つ
植
え
ら
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。　
　

 （
須
山
高
明
）
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6

パ
ネ
ル
展
示
で
は
文
化
・
文
政
期
頃

（
一
八
〇
四
～
三
〇
）に
和
歌
山
の
城
下
町
近
辺

で
栄
え
た
、
茶
の
湯
に
関
す
る
遺
跡
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す（
写
真
１
・
図
1
）。

⿓◆
茶
の
湯
が
仕
事

紀
州
藩
に
は
「
御お

数す

寄き

屋や

頭が
し
ら

」（
寛
政
五
年
、

一
七
九
三
ま
で
は
「
御お

茶さ

道ど
う

頭が
し
ら

」）と
い
う
役
職

が
あ
り
、
茶
の
湯
と
儀
式
・
平
素
に
お
け
る
座

敷
の
飾
り
付
け
と
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
道
具

類
の
管
理
を
仕
事
と
し
て
い
ま
し
た
。
千
・
中

野
・
川
合
・
千せ
ん

賀が

・
室む
ろ

・
住
山
の
六
家
が
つ
と
め
、

現
在
に
続
く
和
歌
山
の
茶
の
湯
文
化
発
展
の
基

礎
を
つ
く
り
ま
し
た
。

な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
千
家

で
す
。「
表
千
家
」と
い
え
ば
、
御
存
知
の
方
も

多
い
で
し
ょ
う
。
以
後
、
本
文
で
も
表
千
家
の

呼
称
を
用
い
ま
す
。

⿓◆
紀
州
藩
と
表
千
家

紀
州
藩
と
表
千
家
の
関
係
は
、
寛
永
十
九
年

（
一
六
四
二
）初
代
藩
主
頼
宣
に
よ
っ
て
、
千
利

休
の
ひ
孫
で
あ
っ
た
表
千
家
初
代
と
な
る
江こ
う

岑し
ん

宗そ
う

左さ

が
召
出
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
以
後

代
々
の
表
千
家
家
元
は
紀
州
藩
に
召
し
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

九
代
家
元
の
了り
ょ
う

々り
ょ
う

斎さ
い

は
、
寛
政
十
三
年

（
一
八
〇
一
）か
ら
御
数
寄
屋
方
の
見
習
い
を
は

じ
め
、
文
化
元
年（
一
八
〇
四
）先
代
啐そ
っ

啄た
く

斎さ
い

の

跡
を
継
い
で「
御
数
寄
屋
頭
上
座
」を
仰
せ
付
け

ら
れ
、
文
政
五
年（
一
八
二
二
）に
は
京
都
の
表

千
家
屋
敷
に
十
代
藩
主
治は
る

宝と
み

の
御
成
を
迎
え
ま

し
た
。

治
宝
は
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）に
紀
州
藩
主

に
就
き
、
文
政
七
年（
一
八
二
四
）に
隠
居
、
没

す
る
嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）ま
で
藩
政
の
み
な

ら
ず
、
文
化
に
対
し
て
も
多
大
な
る
影
響
を
与

え
た
存
在
で
し
た
。

了
々
斎
は
治
宝
に
対
し
て
真し
ん

台だ
い

子す

点て

前ま
え

を
伝

授
、
い
わ
ゆ
る
免
許
皆
伝
を
お
こ
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
両
者
は
藩
主
と
家
臣
を
超
え
た
師

弟
関
係
に
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⿓◆
表
千
家
屋
敷
址

『
南
紀
徳
川
史
』に
よ
る
と
、
表
千
家
は
京
都

に
住
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
藩
の
御
用
が

あ
る
時
に
限
っ
て
紀
州
や
江
戸
へ
出
仕
し
て
い

ま
し
た
。

紀
州
に
お
け
る
表
千
家
の
屋
敷
地
は
『
旧
和

歌
山
藩
士
族
名
簿
』（
和
歌
山
県
立
図
書
館
蔵
）

で
は
、「
三
木
町
堀
詰
」と
な
っ
て
い
ま
す
。
表

千
家
の
家
譜（『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書

上
げ
』、
資
料
番
号
七
五
六
六
～
六
九
）の
な
か

に
、
屋
敷
地
を
拝
領
し
た
と
い
う
記
録
は
な
く
、

ま
た
伝
来
す
る
城
下
町
絵
図（
写
真
２
）に
も
記

載
が
な
い
た
め
、
い
つ
こ
の
地
に
屋
敷
を
構
え

た
か
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
江
岑
が
屋
敷
の
普
請
の
際
に
残
っ

た
杉
・
檜
・
樅
の
木
で
つ
く
ら
せ
た
「
三
木
町

棚
」と
い
う
道
具
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
遅
く
と
も
江
岑
が
没
す
る
寛
文
十
二
年

（
一
六
七
二
）ま
で
に
、
普
請
は
終
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
堀
詰
橋
の
た
も
と
に
表
千
家
屋
敷
址

の
碑
が
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
お
こ
な
わ
れ
た
区

画
整
理
の
た
め
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
屋
敷
地

か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

（
写
真
３
）。
と
は
い
え
、
京
や
城
へ
の
往
復
に
、

了
々
斎
も
こ
の
あ
た
り
を
歩
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

第 41号（平成 26年 11月発行）

写真１　パネル展示の様子

写真３　表千家屋敷址碑

写真２　和歌山絵図　部分
（当館寄贈早川家文書　資料番号45）
　が屋敷のあった場所。星印に屋敷址碑が建つ。

図１　和歌山市内茶の湯関連遺跡
①表千家屋敷跡、②西之丸、③駿河屋、④西浜御殿、⑤養翠園

パ
ネ
ル
展
示
の
紹
介

　

紀
州
茶
の
湯
さ
ん
ぽ 

―
近
世
城
下
町
編
―
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城
で
の
つ
と
め

和
歌
山
城
内
に
は
、
西
之
丸
に
三
つ
（
図
２

水
月
軒
、
聴
松
閣
と
、
現
在
紅
松
庵
が
建
つ
場

所
に
あ
っ
た
一
棟
）と
二
之
丸
に
一
棟
の「
御
数

寄
屋
」つ
ま
り
茶
室
が
あ
り
ま
し
た
。
西
之
丸

は
現
在
の
紅
葉
渓
庭
園
、
二
之
丸
は
当
時
大
奥

で
、
御
数
寄
屋
頭
は
御
用
の
時
に
大
奥
へ
出
入

り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

了
々
斎
や
御
数
寄
屋
頭
が
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
、
当
館
で
所
蔵

す
る
藩
政
資
料
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
詳
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、幸
い
に
も
東
京
国
立
博
物
館
に『
台

子
并
棚
飾
図
』と
い
う
、
紀
州
藩
士
が
記
録
し

た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
当

時
の
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
文

化
十
二
年（
一
八
一
五
）に
、
西
之
丸
の
御
数
寄

屋
と
御
腰
掛
の
飛
石
の
作
事
が
了
々
斎
へ
仰
せ

付
け
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

文
化
十
二
年
亥
九
月
廿
二
日

一
数
寄
屋
長
路（
露
地
）次
之の

節
ハ
、
飛
石
計ば
か
り

長
々
と

続
き
に
も
無
興
な
る
も
の
故
、
右
体て
い

之の

所
へ
ハ

左
へ
之の

石
壱
間
程
か
又
ハ
壱
間
半
位
も
交
せ
し

方
宜
敷
候
よ
し
。

た（

畳

）

々
ミ
石
を
二
尊
院
と
申

候
由
、
了
々
斎
申
候
。

嵯
峨
ノ
二
尊
院
と
利
休
附つ
け

候

畳
ミ
石
有こ
れ

之あ
り
ニ
付
、
本
文
之の

通
申
候
由
咄
し
候
事
。

右
者は
此こ
の

度た
び

西
丸
御
数
寄
屋
御

腰
掛
飛
石
了
々
斎
江
被
仰お
お
せ
つ
け
ら
れ付

附
（
に
）つ
き

候
節
之の

物
語
也
。

図
２
の「
和
歌
山
西
丸
図
」

（
文
政
八
年
頃
の
作
）で
は
、

御
数
寄
屋
へ
の
露
地
に
飛
石

ば
か
り
が
長
々
と
続
く
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
と
こ
ろ
へ
は
左
の
方

へ
少
し
離
し
て
置
く
石
を
交

ぜ
る
の
が
よ
い
と
し
、
同
時

に
畳
石
と
利
休
に
関
す
る
逸

話
を
了
々
斎
は
披
露
し
て

い
ま
す
（
ち
な
み
に
二
尊
院

で
は
な
く
西
芳
寺
の
誤
り
）。

現
在
も
み
ら
れ
る
畳
石
と
、

了
々
斎
は
何
か
関
係
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

⿓◆
治
宝
好
み

「
数
寄
の
殿
様
」と
言
わ
れ
る
治
宝
は
、
自
身

の
趣
向
で
茶
道
具
や
菓
子
を
作
ら
せ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
注
文
・
制
作

さ
れ
た
も
の
を「
好
み
物
」と
い
い
ま
す
。

治
宝
の
好
み
物
を
代
表
す
る
一
つ
が
、
落
雁

（
干
菓
子
）で
し
た
。
紀
州
藩
で
は
、
寛
政
十
二

年（
一
八
〇
〇
）以
降
、
砂
糖
の
生
産
が
盛
ん
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
落
雁
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
制
作

を
任
さ
れ
た
の
が
、
駿
河
屋
で
し
た
（
図
３
）。

駿
河
屋
製
の
菓
子
は
藩
の
茶
会
で
も
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
治
宝
は
品
物
を
注
文
す
る
だ
け
で
な

く
、
自
ら
制
作
に
携
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
文
政
二
年
四
月（
一
八
一
九
）、
西

浜
御
殿
で
了
々
斎
や
楽
焼
の
製
作
者
楽
吉
左
衛

門
（
旦
入
）も
参
加
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
作
陶
、

「
偕か
い

楽ら
く

園え
ん

焼や
き

」で
す（
写
真
４
）。

こ
の
頃
、
紀
州
藩
の
み
な
ら
ず
諸
藩
で
は
、

藩
主
の
個
人
的
な
趣
味
に
よ
る
陶
磁
器
（
御
庭

焼
）が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
思
い
の

ま
ま
に
使
え
る
窯
の
完
成
は
、
治
宝
に
と
っ
て

待
望
の
出
来
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
以
後
、
文

政
十
年（
一
八
二
七
）、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）

に
も
偕
楽
園
焼
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

⿓◆
養
翠
園
実
際
庵

西
浜
の
養
翠
園
に
あ
る
実
際
庵（
写
真
５
）は

了
々
斎
好
み
の
茶
室
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
確

か
に
家
譜
で
は
了
々
斎
の
時
代
、
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）に「
御
数
寄
屋
御
出
来
」と
あ
り
ま

す
。
し
か
し『
南
紀
徳
川
史
』に
よ
る
と
、
こ
の

と
き
治
宝
は
参
勤
交
代
で
江
戸
に
滞
在
し
て
お

り
、
了
々
斎
も
御
供
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
茶
室
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
江
戸
の
藩

邸
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
、
移
築
さ
れ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
了
々
斎
の
作
っ

た「
御
数
寄
屋
」と
現
存
す
る
実
際
庵
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
了
々
斎
好
み
と
伝
わ
る
の
は
、

い
ま
ま
で
ご
紹
介
し
た
よ
う
な
、
治
宝
と
了
々

斎
の
二
人
が
密
接
な
間
柄
に
あ
っ
た
た
め
、
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
（
砂
川
佳
子
）

第 41号（平成 26年 11月発行）

図２	 右：和歌山城整備企画課「名勝西之丸庭園」パンフレットより
	 赤丸で囲んだ部分が飛石。畳石は描かれていない。
	 中：和歌山市公園課発行『史跡　和歌山城紅葉渓庭園整備報告書』
	 現況実測図（整備前、部分）　星印が撮影地点、矢印が撮影方向。
	 左：畳石部分の現状写真。
	 畳石とは、小さい石を並べて長方形に形成した舗石道のこと。延段。

写真５　実際庵 写真４　偕楽園焼
赤
あか
楽
らく
捻
ねじ
梅
うめ
香
こう
合
ごう

（和歌山県立博物館蔵）

図３『紀伊国名所図会』より駿河屋
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■
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
41
号

平
成
26
年
11
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

七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
古
文
書
講
座
Ⅰ

を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
題
材
に
し
た
の
は
、
昨
年
度
に
目
録
が

完
成
し
た
岡
本
家
文
書
で
す
。
岡
本
家
が
あ
っ

た
那
賀
郡
神
野
組
福
田
村（
現
紀
美
野
町
福
田
）

は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
高
野
山
寺
領
で
し
た
。

同
家
が
高
野
山
地
士
と
し
て
関
わ
っ
た
文
書
の

中
か
ら
、
寺
領
の
村
で
起
き
た
数
々
の
事
件
に

焦
点
を
あ
て
、
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
コ
ー
ス
」に
は
、
延
べ
一
一
二
名
、「
初

級
・
中
級
コ
ー
ス
」は
、
延
べ
一
八
四
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
。

・
時
代
背
景
を
わ

か
り
や
す
く
解
説

い
た
だ
い
た
の
で

理
解
が
深
ま
り
ま

し
た
。

・
一
文
字
一
文
字

読
み
解
い
て
行
く

の
は
根
気
の
い
る

作
業
で
す
が
、
読

め
た
時
の
達
成
感

が
大
き
い
で
す
。

・
講
師
の
話
が
解
り
や
す
く
、
あ
っ
と
云
う
間

に
時
間
が
過
ぎ
、
楽
し
く
古
文
書
と
向
き
あ
え

ま
し
た
。

・
先
祖
が
属
し
て
い
た
寺
領
の
出
来
事
に
つ
い

て
の
内
容
だ
っ
た
の
で
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し

た
。

・
文
字
の
読
み
解

き
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
内
容
が
現

代
と
通
じ
る
よ
う

な
感
じ
で
、
江
戸

時
代
の
人
の
息
づ

か
い
が
感
じ
ら
れ

る
よ
う
で
し
た
。

・
回
を
重
ね
文
字

が
見
慣
れ
て
く
る

と
と
も
に
、
興
味

も
深
ま
り
ま
し
た
。

・
講
座
の
テ
キ
ス
ト
を
復
習
し
て
い
ま
す
。
楽

し
く
、
孫
達
に
も
披
露
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅰ

　「
入
門
コ
ー
ス
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
　

　「
初
級
・
中
級
コ
ー
ス
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

　
入
門
コ
ー
ス

 

第
１
回　

 

銀
子
返
弁
滞
り  

７
月
19
日（
土
）

 

第
２
回　

 

忍
び
目
附
も
出
し
候

            

8
月
2
日（
土
）

　
初
級
・
中
級
コ
ー
ス 

 

第
１
回　

 

し
も
儀
立
退
き
申
付
け

            　
８
月
9
日（
土
）

 

第
２
回　

 

戸
を
打
破
り
躍
り
込
み

            　
８
月
23
日（
土
）

 

第
３
回　

 

火
事
と
大
い
に
呼
び
立
て

            　
９
月
6
日（
土
）

高
野
寺
領
事
件
簿
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