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④圧力をかけて蝋を絞り出す ①収穫後一年間寝かせた葡萄櫨
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はぜ
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あっそ

ろう

⑤型に入れ、冷やし固める ②枝を取り除き、櫨の実をすりつぶす

⑥できあがった櫨蝋
櫨蝋の製造工程

（海南市且来吉田製蝋所）

③すりつぶした櫨の実を蒸す
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●
心
の
中
も
雨
模
様
？

　
（
写
真
１
翻
刻
）

　
　

雨
中
徒
然
暮
を
思
ひ

　
　

行
末
を
思
ひ
あ
ん
じ
不
図

　
　

心
に
浮
む
あ
ら
ま
し
記
ス

　
　

予
幼
年
よ
り
多
病
漸
巳
年

　
　

廿
五
歳
之
比
は
少
シ
快
方
ゆ
へ

　
　

商
売
相
始
メ
其
不
仕
合
余
り

　
　

之
事
ニ
い
と
お
か
し
く
且
は

　
　

く
ゆ
る
あ
ら
ま
し

　

雨
の
中
徒つ
れ

然づ
れ

に
暮
ら
し
を
思
い
行
く
末
を
思

い
案
じ
て
、
ふ
と
心
に
浮
か
ん
だ
あ
ら
ま
し
を

記
す
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
名
作
「
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

」
に

よ
く
似
た
こ
の
古
文
書
が
書
か
れ
た
の
は
、
嘉

の
多
い
も
の
を
選
び
、
さ
ら
に
良
質
の
実
か
ど

う
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ど
う
や
ら
平
四
郎
は
、
修
行
や
見
習
い
を
し

な
い
ま
ま
商
売
を
始
め
た
ら
し
く
、
材
料
を
吟

味
す
る
力
を
は
じ
め
、
売
買
の
値
段
（
相
場
）

や
契
約
の
交
渉
な
ど
、
商
売
に
必
要
な
知
識
や

技
術
、経
験
が
未
熟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、日
々

損
失
が
出
た
よ
う
で
す
。

●
平
四
郎
、
思
ひ
附つ

く

　

・
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）、
蝋
燭
商
売
を

　
　

「
思
ひ
附
」
き
、
道
具
を
買
調
え
、
職
人

　
　

を
雇
っ
た
。
し
か
し
、
売
れ
行
き
が
悪
く
、

　
　

大
坂
川
上
へ
も
積
み
送
り
、
出
荷
す
る
た

　
　

め
の
箱
代
な
ど
雑
費
が
掛
っ
た
。
そ
の
後
、

　
　

蝋
燭
の
製
造
を
や
め
た
の
で
、
燈
芯
を
売

　
　

却
す
る
と
買
値
よ
り
大
下
落
し
て
、
ま
た

　
　

損
を
し
た
。

　

櫨
か
ら
絞
っ
た
蝋
（
表
紙
写
真
）
は
、
そ
の

ま
ま
で
も
売
買
さ
れ
ま
し
た
が
、
蝋ろ
う

燭そ
く

な
ど
に

加
工
し
て
販
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

蝋
燭
の
燈と
う

芯し
ん

は
、
洋
蝋
燭
で
は
糸
が
用
い
ら

れ
ま
す
が
、
和
蝋
燭
で
は
竹
か
木
の
棒
に
ま
ず

和
紙
、
つ
ぎ
に
皮
を
取
り
除
い
た
藺い

草ぐ
さ

を
巻
き

付
け
て
作
ら
れ
ま
す
（
写
真
３
）。
加
工
品
で

あ
る
燈
芯
も
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
、

不
要
と
な
っ
た
分
を
売
却
し
ま
し
た
が
、
大
下

落
し
て
こ
こ
で
も
損
を
し
て
い
ま
す
。

●
日
々
損
亡
か
つ
必
々
損

　

平
四
郎
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）、
油
屋

市
兵
衛
と
い
う
人
か
ら
櫨は
ぜ

絞
り
の
道
具
が
あ
る

か
ら
買
わ
な
い
か
、
と
い
う
誘
い
を
受
け
て
道

具
を
購
入
。
さ
っ
そ
く
商
売
を
始
め
た
と
こ
ろ
、

「
不ふ

仕し

合あ
わ
せ」

が
お
こ
り
ま
し
た
。

　

・
櫨
の
実
を
購
入
し
絞
ら
せ
た
が
、
予
定
よ

　
　

り
少
な
い
量
し
か
蝋
が
と
れ
ず
、
損
し
た
。

　

・
藤
白
で
買
っ
た
実
を
絞
っ
た
と
こ
ろ
、
ま

　
　

た
予
定
量
よ
り
少
な
く
、
損
を
し
た
の
で
、

　
　

残
っ
て
い
た
藤
白
産
の
櫨
実
に
別
の
産
地

　
　

の
実
を
混
ぜ
、
和
歌
山
で
売
る
こ
と
に
し

　
　

た
。
一
匁
八
分
で
買
っ
て
く
れ
る
と
い
う

　
　

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
匁
二
分
に
値
切
ら

　
　

れ
て
損
を
し
た
。

　

櫨は
ぜ（「

馬
臼
」
と
も
）
は
、ウ
ル
シ
科
の
植
物
で
、

紀
州
藩
で
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
有
田

郡
簑
島
村
（
現
有
田
市
簑
島
）
の
田
中
善
吉
が
、

藩
の
命
で
薩
摩
か
ら
甘か
ん

蔗し
ゃ

（
サ
ト
ウ
キ
ビ
）
苗

と
共
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
は
、
海

士
・
名
草
・
那
賀
の
三
郡
に
も
栽
培
が
ひ
ろ
ま

り
、
櫨
の
実
と
実
か
ら
と
れ
る
蝋ろ
う

が
盛
ん
に
つ

く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
２
が
、
現
在
県
下
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

紀
州
発
祥
の
「
葡ぶ

萄ど
う

櫨は
ぜ

」
で
す
。
ほ
か
の
品
種

に
比
べ
収
量
や
色
・
品
質
に
優
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
（
葡
萄
櫨
は
慶
応
元
年
以
降
に

広
ま
っ
た
の
で
、
平
四
郎
の
時
代
に
は
ま
だ
あ

り
ま
せ
ん
）。

　

櫨
の
実
は
、
重
さ
を
単
位
と
し
て
売
買
さ
れ

て
お
り
、
販
売
時
は
写
真
２
の
よ
う
に
枝
が
つ

い
た
ま
ま
で
し
た
。
つ
ま
り
、
蝋
が
と
れ
る
実

の
部
分
以
外
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

じ
一
貫
（
三
．
七
五
㎏
）
で
も
、
な
る
べ
く
実

永
四
年
（
一
八
五
一
）
弥や

生よ
い

二
十
六
日
の
こ

と
、
現
在
の
暦
に
な
お
す
と
四
月
二
十
七
日
に

あ
た
り
ま
す
。
続
い
て
、
自
分
は
幼
い
こ
ろ
か

ら
病
気
が
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
五
歳
頃
に

は
少
し
よ
く
な
っ
て
き
た
の
で
商
売
を
始
め
た

が
、「
其そ
の

不ふ

仕し

合あ
わ
せ余あ
ま

り
之の

事こ
と

ニ
い
と
お
か
し
く
」、

つ
ま
り
、
そ
の
不
運
が
余
り
の
こ
と
で
滑こ
っ

稽け
い

で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ま
し
を

記
す
、
と
い
う
の
で
す
。

●
平
四
郎
は
お
ぼ
っ
ち
ゃ
ん

　

古
文
書
の
筆
者
で
紀
三
井
寺
村
在
住
の
岩
﨑

平
四
郎
宗
明
は
、
こ
の
時
三
一
歳
。
天
保
八
年

（
一
八
三
七
）、
一
七
歳
の
時
に
本
家
か
ら
分
か

れ
て
、
地じ

士し

と
な
り
ま
し
た
。

　

地
士
と
い
う
の
は
、
紀
州
藩
に
お
け
る
在
地

の
浪
人
を
い
い
、
村
役
を
多
年
に
渡
っ
て
勤
続

し
た
功
績
な
ど
に
よ
っ
て
、
家
業
を
継
続
し
た

ま
ま
士
分
の
格
式
で
待
遇
さ
れ
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
は
藩
へ
献
金
す
れ

ば
実
績
に
関
係
な
く
地
士
に
な
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

岩
﨑
家
の
記
録
に
よ
る
と
、「
親
同
様
に
勧

農
に
貢
献
し
た
」
と
い
う
名
目
で
、
平
四
郎
は

地
士
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
（
資
料
番
号

Ⅱ
―
八
一
八
）。
困
窮
す
る
農
民
へ
の
「
御お

救す
く
い」

と
し
て
銀
を
支
払
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
二
五
歳
ま
で
病
弱
だ
っ
た
平
四
郎
が

み
ず
か
ら
の
意
思
で
救
済
事
業
に
関
わ
っ
た
と

は
考
え
に
く
く
、
平
四
郎
の
父
で
既
に
地
士
と

し
て
活
動
し
て
い
た
岩
﨑
弥
一
郎
か
、
も
し
く

は
藩
か
ら
の
働
き
掛
け
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
平
四
郎
は
献
金
し
て
地
士
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
、
裕
福
な
家
の
「
お
ぼ
っ
ち
ゃ

ん
」
だ
っ
た
の
で
す
。
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文
書
館
の
利
用
案
内

村
の
公
務
と
私
用

  ―

明
治
初
期
の
戸
長
の
姿―

平
成
二
十
七
年
度

　
公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
六
年
度

　
　
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

平
成
二
十
七
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

　
い
と
お
か
し
く

　
　

―
岩
﨑
平
四
郎
の
櫨
商
売―

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

そ
の 

ふ  

し 

あ
わ
せ
あ
ま

　
　の 

こ
と

平
成
二
十
七
年
度
文
化
庁
補
助
金
事
業

地
域
に
眠
る「
災
害
の
記
憶
」
と

文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継
承
す
る
事
業
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・
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
今
度
は
蝋ろ

う

曝さ
ら
し

　
　

を
「
思
ひ
附
」
き
、
本
家
の
門
で
五
～

　
　

六
〇
日
掛
け
て
曝
し
た
蝋
が
元
六
百
九
十

　
　

匁
の
と
こ
ろ
、
三
百
二
十
匁
で
売
り
払
い
、

　
　

ま
た
損
を
し
た
。
曝
し
場
を
本
家
の
畑
ま

　
　

で
広
げ
る
積
り
で
樹
木
の
伐
採
と
地ち

平な
ら

し

　
　

を
し
、
小
屋
を
建
て
る
た
め
の
材
木
を
買

　
　

調
え
た
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
や
め
た
の
で
、

　
　

諸
雑
費
が
夥
し
か
っ
た
。

　

蝋ろ
う

曝さ
ら
しと

い
う
の
は
、
水
を
張
っ
た
盆
に
、
溶

か
し
た
櫨は
ぜ

蝋ろ
う

を
少
量
入
れ
、
天
日
に
曝さ

ら

し
て
漂

白
す
る
こ
と
で
す
。
曝
し
た
蝋
は
、
日
本
髪
を

結
う
た
め
の
鬢び
ん

付つ

け
油
な
ど
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

商
売
で
一
番
費
用
が
か
か
る
の
が
、
初
期
投

資
で
す
。「
思
ひ
附つ
き

」
で
次
々
と
新
し
い
商
売

に
手
を
付
け
る
平
四
郎
で
し
た
が
、
こ
と
ご
と

く
失
敗
し
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
身
に
付
け
た

文
学
の
素
養
も
、
商
売
に
は
何
の
役
に
も
立
ち

ま
せ
ん
で
し
た
。

●
和
歌
川
に
沈
む

　

・
櫨
の
実
を
和
歌
山
で
売
る
た
め
に
、
俵
に

　
　

詰
め
て
舟
で
運
ば
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
和

　
　

歌
川
で
舟
が
沈
み
、
荷
を
引
き
上
げ
る
た

　
　

め
の
舟
と
人
足
賃
な
ど
の
費
用
と
し
て

　
　

十
五
匁
余
り
失
却
し
た
。
汐
が
つ
い
た
の

　
　

で
実
の
値
段
は
下
落
、
五
百
匁
の
損
亡
と

　
　

な
っ
た
。

　

・
本
家
か
ら
借
り
て
い
た
四
十
匁
を
帳
箱
の

　
　

上
に
「
鳥
渡
」
置
い
て
お
い
た
と
こ
ろ
、

　
　

紛
失
し
た
。

　

失し
っ

却き
ゃ
くと

は
、
も
の
を
な
く
し
た
り
、
忘
れ
た

り
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
舟
が
沈
ん
だ
の
は

ま
さ
し
く
「
不
仕
合
」、
不
運
と
し
か
言
い
よ

う
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
た
め
に
か
か
っ
た

　

平
四
郎
は
櫨は
ぜ

蝋ろ
う

の
生
産
や
加
工
だ
け
で
な
く
、

穀
物
の
売
買
に
も
手
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
相

場
は
作
物
の
豊
凶
を
は
じ
め
、
季
節
や
事
件
・

災
害
に
よ
っ
て
日
々
変
動
し
ま
す
。
昨
年
と
同

じ
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
平
四
郎
は
、
値
段
の
安

い
時
に
売
払
っ
て
損
を
こ
う
む
り
、
つ
い
に
は

借
財
ま
で
で
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

●
士
族
の
商
法

　

幕
末
の
紀
三
井
寺
村
で
地
士
の
子
と
し
て
、

高
い
教
養
を
身
に
着
け
て
育
っ
た
岩
﨑
平
四
郎

の
商
売
に
お
け
る
「
其
不
仕
合
余
り
之
事
ニ
い

と
お
か
し
」
な
数
々
の
失
敗
談
を
み
て
き
ま
し

た
。
平
四
郎
は
、
商
買
が
う
ま
く
い
か
な
い
の

は
、「
不
仕
合
」
つ
ま
り
不
運
で
あ
っ
て
、
経

営
者
た
る
自
身
の
才
覚
が
原
因
で
は
な
い
、
と

考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

明
治
の
時
代
に
な
っ
て
、
奉
公
先
を
失
っ
た

旧
武
士
た
ち
が
、
生
活
の
た
め
に
な
れ
な
い
事

業
や
商
売
を
起
こ
し
て
失
敗
し
た
こ
と
を
「
士

族
（
武
士
）
の
商
法
」
と
い
い
ま
す
が
、
平
四

郎
が
手
掛
け
て
き
た
商
売
は
、
ま
さ
し
く
「
士

族
の
商
法
」
の
先
駆
け
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
は
い
え
、古
文
書
の
最
後
で
平
四
郎
は「
大

望
は
せ
ず
に
無
事
を
楽
し
み
安
楽
に
一
生
を
送

る
事
の
め
で
た
さ
を
楽
し
み
と
す
る
よ
う
に
」

と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
損
亡

や
失
却
は
高
い
勉
強
代
と
な
り
ま
し
た
。

　

櫨
を
中
心
と
し
た
岩
﨑
家
の
商
い
に
つ
い
て
、

九
月
七
日
ま
で
ケ
ー
ス
展
示
、
十
一
月
三
十
日

ま
で
パ
ネ
ル
展
示
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
あ

わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　
　
（
砂
川
佳
子
）

参
考
文
献

　

堀
内
信
『
南
紀
徳
川
史
』
第
十
一
冊

　

笠
原
正
夫
『
紀
州
藩
の
政
治
と
社
会
』

●
神
頼
み

　

・
二
～
三
ヶ
月
で
道
具
が
壊
れ
て
し
ま
い
、

　
　

そ
の
都
度
材
料
費
・
人
件
費
の
失
却
が
大

　
　

き
く
、
余
り
の
事
な
の
で
、
三み

葛
か
ず
ら

村
の
神

　
　

主
に
頼
ん
で
祈き

祷と
う

し
て
も
ら
っ
た
。
酒し
ゅ

宴え
ん

　
　

体て
い

の
こ
と
を
し
た
の
で
、
又
々
失
却
し
た

　
　

が
、
以
後
半
年
ほ
ど
は
故
障
し
な
か
っ
た
。

　
　

し
か
し
、
や
は
り
二
ヶ
月
に
一
度
は
点
検

　
　

が
必
要
で
、
修
理
の
材
料
を
買
調
え
た
が
、

　
　

不
要
で
あ
っ
た
。
道
具
の
仕
替
え
の
大
損

　
　

と
失
却
は
余
り
の
事
ゆ
え
省
略
。

　

櫨
の
実
を
絞
る
た
め
に
、
写
真
４
の
よ
う
な

道
具
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
左
側
に
た
て
ら
れ

た
二
本
の
木
を
「
立た
つ

木ぎ

」
ま
た
は
「
鳥と

り

井い

」
と

い
い
、
そ
の
間
に
臼う
す

を
置
き
、
臼
の
上
か
ら

「
棹さ
お

」
あ
る
い
は
「
貫ぬ

き

」
と
呼
ば
れ
る
木
材
を

渡
し
て
「
矢や

」
と
い
わ
れ
る
楔く

さ
びを

打
ち
込
む
と
、

木
の
重
量
と
圧
力
に
よ
っ
て
蝋
が
絞
り
出
さ
れ

る
仕
組
み
で
す
。
木
材
は
、
欅け
や
きや

樫か
し

な
ど
の
堅

い
木
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
う
そ
う
壊
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
す
が
。

　

平
四
郎
は
、
故
障
の
原
因
を
究
明
せ
ず
、
た

だ
「
不
仕
合
」
と
考
え
た
の
で
、
解
決
策
と
し

て
、
神
頼
み
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

●
不
仕
合
打
続
く

　

・
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
十
二
月
、
米
の

　
　

売
買
で
損
を
出
す
。
米
よ
り
櫨
実
を
「
思

　
　

ひ
附
」
き
、
雑
穀
も
買
い
置
き
し
て
相
場

　
　

の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
が
、
安
値
の

　
　

時
に
売
払
っ
て
損
を
し
、
高
値
の
時
に
は

　
　

手
許
に
買
い
置
き
が
無
か
っ
た
。
こ
の
間

　
　

に
病
気
も
し
た
。
五
年
以
前
に
譲
り
受
け

　
　

た
金
銀
は
残
ら
ず
損
亡
し
、
少
々
借
財
等

　
　

も
で
き
て
し
ま
っ
た
。

費
用
と
損
益
は
想
定
外
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

で
す
が
、
こ
う
し
た
事
故
は
い
つ
起
こ
っ
て
も

お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
平
四
郎
の
考
え
や
詰

め
の
甘
さ
、
あ
る
い
は
「
鳥ち
ょ

渡っ
と

」
し
た
油
断
や

隙
を
「
不
仕
合
」
の
一
つ
に
数
え
て
い
ま
す
。

●
病
気
で
解
雇

　

・
櫨
を
絞
る
職
人
が
病
気
を
隠
し
て
仕
事
を

　
　

続
け
、
日
々
の
蝋
水
揚
高
は
、
大
損
で
あ
っ

　
　

た
。
職
人
を
解
雇
し
た
が
、
諸
方
に
対
し

　
　

て
貸
し
損
を
し
た
。

　　

江
戸
時
代
の
櫨
の
実
絞
り
は
、
写
真
４
に
あ

る
よ
う
に
、
人
力
に
頼
っ
て
い
た
た
め
、
病
気

や
怪
我
が
あ
っ
た
場
合
、
作
業
が
十
分
に
お
こ

な
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
職
人
は
失
業

を
恐
れ
て
か
、
病
気
を
隠
し
て
仕
事
を
続
け
た

た
め
に
、生
産
量
が
少
な
く
大
損
し
た
、と
言
っ

て
い
ま
す
。

　

平
四
郎
は
す
っ
か
り
職
人
を
信
頼
し
て
仕
事

を
任
せ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
裏
目
に
出
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

写真４　大蔵永常『農家益』
（国立国会図書館デジタルコレクションより）
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園
部
家
文
書
の
な
か
か
ら

　

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
海
草
郡
有い
さ

功お

村
長
、

同
郡
会
議
員
、
和
歌
山
県
会
議
員
等
を
歴
任
し

た
園
部
雄
次
郎
（
一
八
六
六
―
一
九
四
〇
）
と

い
う
人
物
が
い
ま
す
。
当
館
寄
託
資
料
で
あ
る

「
園
部
家
文
書
」
は
、
そ
の
彼
を
輩
出
し
た
園

部
家
（
現
・
和
歌
山
市
園
部
、
紀
ノ
川
の
右
岸
・

市
域
の
北
端
に
位
置
す
る
有
功
地
区
）
に
伝
来

し
た
資
料
群
で
す
。
内
容
的
に
は
園
部
家
の
私

文
書
と
い
う
よ
り
も
、
名
草
郡
園
部
村
時
代
の

地じ

方か
た

文
書
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
ま
す
。

　

本
文
書
の
整
理
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
す
が
、

本
た
よ
り
四
二
号
に
続
き
本
号
で
も
、
整
理
過

程
で
見
つ
か
っ
た
興
味
深
い
史
料
を
い
く
つ
か

紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

正
副
戸
長
事
務
取
扱
仮
則

　
【
写
真
１
】
に
掲
げ
た
「
正
副
戸
長
事
務
取

扱
仮
則
」（
写
し
）
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。

本
史
料
に
は
作
成
主
体
と
年
紀
を
欠
い
て
い
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
基
本
情
報
か
ら
押

さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

本
史
料
は「
明
治
九
年
二
月　

願
断　

雑
記
」

と
題
す
る
簿
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
中
に
太
政
官
や

和
歌
山
県
、
第
一
大
区
第
五
小
区
（
当
時
園
部

村
な
ど
三
〇
ヶ
村
を
管
轄
し
て
い
た
行
政
単
位
、

紀
州
藩
時
代
の
山
口
組
に
相
当
）
か
ら
出
さ
れ

た
布
告
・
布
達
の
類
い
と
と
も
に
、
主
に
園
部

村
や
同
村
民
が
作
成
し
た
願
書
・
届
書
・
伺
書
・

請
書
等
、
各
種
文
書
の
原
本
お
よ
び
写
し
が
編

（『
和
歌
山
県
史
』
近
現
代
史
料
八
、
こ
の
ほ
か

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
和
歌
山
県
史
料
」）。
こ

れ
ら
の
史
料
を
通
覧
す
る
限
り
、
正
副
戸
長
の

職
掌
は
明
治
七
年
に
出
さ
れ
た
一
連
の
県
布
達

に
よ
っ
て
確
立
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

し
か
し
本
史
料
か
ら
は
、
明
治
九
年
に
な
っ

て
も
依
然
と
し
て
補
訂
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い

状
態
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
も
そ

も
本
史
料
の
タ
イ
ト
ル
に
「
仮
則
」
と
銘
打
た

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
正
副
戸
長
の
職
掌

を
め
ぐ
っ
て
は
制
度
的
に
不
安
定
な
状
況
が
続

い
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

園
部
家
文
書
に
は
日
の
目
を
見
て
い
な
い
和

歌
山
県
の
布
達
が
相
当
数
あ
り
、
本
史
料
の
ご

と
き
は
九
牛
の
一
毛
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し

県
布
達
の
追
加
的
な
収
集
・
調
査
は
、
こ
の
時

期
の
和
歌
山
県
行
政
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る

た
め
に
必
要
な
基
礎
作
業
と
な
る
は
ず
で
す
。

す
。

　

本
史
料
「
正
副
戸
長
事
務
取
扱
仮
則
」
も
明

ら
か
に
、
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
達
せ
ら
れ

た
も
の
と
い
え
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
町
村

文
書
の
引
継
・
管
理
方
、
②
町
村
民
費
の
支
出

収
納
方
、
③
町
村
民
か
ら
提
出
さ
れ
る
願
書
等

各
種
文
書
の
進
達
方
、
④
土
地
の
売
買
譲
渡
に

伴
う
地
券
書
換
の
取
り
扱
い
方
、
⑤
土
地
や
建

物
を
抵
当
指
定
の
う
え
金
銭
借
用
す
る
際
の
対

応
方
、
⑥
生
没
や
結
婚
・
養
子
縁
組
等
に
か
か

わ
る
戸
籍
事
務
の
執
行
方
、
の
六
項
目
に
関
し
、

副
戸
長（
町
村
）―
戸
長（
町
村
）―
小
区
長（
小

区
）
―
県
庁
と
の
職
掌
関
係
を
よ
り
分
明
に
す

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
八
七
〇
年
代
に
出
さ
れ
た
和
歌
山
県
の

布
達
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
和
歌
山
県
史
の

編
纂
事
業
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
、
現
在
ま
と

ま
っ
た
形
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

綴
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
簿
冊
の
性
格
や
本
史
料
で
使
わ
れ

て
い
る
文
言
等
を
踏
ま
え
る
と
、「
正
副
戸
長

事
務
取
扱
仮
則
」
は
明
治
九
年

0

0

0

0

当
時
、
町
村
行

政
の
責
任
者
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
戸
長
と
副

戸
長
の
事
務
取
り
扱
い
に
関
し
和
歌
山
県

0

0

0

0

が
定

め
た
規
則
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

和
歌
山
県
で
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

暮
れ
に
神こ
う

山や
ま

郡く
に

廉き
よ

が
権ご
ん

令れ
い

と
し
て
赴
任
し
て
以

降
（
の
ち
県
令
へ
）、
正
副
戸
長
の
身
分
・
職

掌
上
の
内
実
が
本
格
的
に
整
え
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
典
型
が
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に

出
さ
れ
た
「
正
副
戸
長
仮
職
制
章
程
」
で
、
正

副
戸
長
は
五
箇
条
の
誓
文
の
趣
旨
に
基
づ
き
文

明
開
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
始
ま
り
、
戸
籍
の

調
査
、
教
育
の
普
及
、
衛
生
の
施
設
、
租
税
等

の
徴
収
、
町
村
会
の
管
理
、
徴
兵
人
員
の
把
握
、

勧
業
の
奨
励
等
、
全
二
八
項
目
に
も
の
ぼ
る
職

務
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
謳
わ
れ
て
い
ま

1 2 3 4 5 6 7

文
書
館
の
利
用
案
内

村
の
公
務
と
私
用

  ―

明
治
初
期
の
戸
長
の
姿―

平
成
二
十
七
年
度

　
公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
六
年
度

　
　
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

平
成
二
十
七
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

　
い
と
お
か
し
く

　
　

―

岩
﨑
平
四
郎
の
櫨
商
売―

そ
の 

ふ  

し 

あ
わ
せ
あ
ま

　
　の 

こ
と

平
成
二
十
七
年
度
文
化
庁
補
助
金
事
業

地
域
に
眠
る「
災
害
の
記
憶
」
と

文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継
承
す
る
事
業

【写真１】
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京
都
を
遊
覧
す
る
戸
長

　

さ
て
、
正
副
戸
長
の
身
分
や
職
掌
を
め
ぐ
り

制
度
的
な
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
最
中
の
明

治
七
年
（
一
八
七
四
）、
園
部
村
戸
長
の
園
部

彦
九
郎
（
雄
次
郎
の
園
部
家
と
は
別
家
）
が
四

月
十
五
日
付
で
「
旅
行
願
」
を
提
出
し
て
い
ま

す
。【
写
真
２
】
は
そ
の
原
本
で
、
あ
る
分
厚

い
簿
冊
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

彦
九
郎
は
こ
の
願
書
で
、「
西
京
府
博
覧
会
」

の
「
縦
覧
」
を
目
的
に
四
月
十
七
日
か
ら
一
五

日
間
「
旅
行
」
し
た
い
、と
申
し
出
ま
し
た
（
史

料
の
主
た
る
墨
筆
部
分
）。
和
歌
山
・「
西
京
府
」

（
京
都
）
間
の
移
動
に
通
常
要
す
る
日
数
を
考

慮
し
て
も
、
一
五
日
間
と
い
う
の
は
か
な
り

ゆ
っ
た
り
と
し
た
旅
程
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
彦

九
郎
の
願
い
は
同
日
付
で
無
事
「
聞
き
届
け
」

ら
れ
ま
し
た
（
史
料
後
段
の
朱
筆
部
分
）。

　

彦
九
郎
の
願
書
を
処
理
し
た
の
は
朱
印
（
割

印
）
の
あ
る
第
一
大
区
第
五
小
区
で
す
。
こ
の

史
料
を
よ
く
見
る
と
、
彦
九
郎
作
成
段
階
で
記

さ
れ
て
い
た
「
和
歌
山
県
権
令
神
山
郡
廉
殿
」

と
い
う
宛
所
が
付
箋
の
貼
付
に
よ
り
抹
消
さ
れ

め
ど
な
く
押
し
寄
せ
て
く
る
膨
大
な
行
政
事
務

を
こ
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
戸
長
の
日

常
は
繁
忙
極
ま
り
な
い
―
―
こ
の
よ
う
な
戸
長

に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
偏
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

彦
九
郎
の
京
都
遊
覧
に
つ
い
て
は
、
上
京

ル
ー
ト
、移
動
手
段
、博
覧
会
以
外
に
立
ち
寄
っ

た
名
所
旧
跡
等
、
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
詳

細
は
不
明
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
つ
い
先
頃

世
間
を
騒
が
せ
た
某
知
事
を
挙
げ
る
ま
で
も
な

く
、
公
私
の
混
淆
問
題
は
な
か
な
か
絶
え
る
こ

と
が
な
さ
そ
う
で
す
。
厳
格
に
公
私
を
峻
別
す

る
姿
勢
で
公
務
に
携
わ
っ
て
い
た
彦
九
郎
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
は
、
明
治
の
新
政
を
地
域
社
会
で

体
現
す
る
こ
と
が
厳
し
く
戸
長
に
求
め
ら
れ
て

い
た
こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
、
と

は
考
え
た
く
な
い
も
の
で
す
。

                                    （
平
良　

聡
弘
）

　
「
旅
行
願
」
に
よ
れ
ば
、
彦
九
郎
は
「
留
守

中
御
用
向
」
に
つ
い
て
、
隣
村
の
六む

十そ

谷た

村
で

「
同
役
」（
戸
長
）
を
つ
と
め
る
黒
田
源
之
丞
と

わ
ざ
わ
ざ
「
申
し
合
わ
せ
」
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。

　

も
し
公
務
出
張
で
あ
れ
ば
、
戸
長
の
留
守
中

は
副
戸
長
が
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
戸
長
の
私
用
に
よ
る
留
守
、
い
わ
ゆ

る
休
暇
に
お
け
る
事
務
執
行
の
あ
り
か
た
に
つ

い
て
は
明
確
な
取
り
決
め
が
ま
だ
な
く
、
個
別

の
調
整
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
用
の
旅
行
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彦
九
郎
は
そ

の
願
書
に
「
留
守
中
御
用
向
」
の
対
応
方
に
つ

い
て
支
障
の
な
い
旨
を
き
ち
ん
と
記
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
史
料
か
ら
は
、
公
務
の
合
間
を
縫
っ
て

一
息
入
れ
よ
う
と
す
る
戸
長
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

の
一
端
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
波
の
よ
う
に
と

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
小
区
限
り
で
の
決

裁
で
支
障
な
し
と
判
断
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

彦
九
郎
の
好
奇
心
を
か
き
た
て
た
「
西
京
府

博
覧
会
」
と
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か

ら
京
都
で
開
催
さ
れ
て
い
た
博
覧
会
、
い
わ
ゆ

る
京
都
博
覧
会
を
指
し
ま
す
。
当
初
は
西
本
願

寺
等
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
は
大
宮

御
所
・
仙
洞
御
所
で
お
こ
な
わ
れ
、
以
降
常
設

の
博
覧
会
場
を
い
く
つ
か
移
転
さ
せ
な
が
ら
昭

和
三
年
（
一
九
二
八
）
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
開
催
、

内
外
国
人
の
観
光
客
も
た
く
さ
ん
訪
れ
た
、
日

本
有
数
の
地
方
博
覧
会
で
す
（【
写
真
３
】
は

明
治
五
年
に
開
か
れ
た
京
都
博
覧
会
の
古
写
真

〈T
he Far E

ast, July 16th. 1872

〉、【
写
真
４
】

は
明
治
十
年
〈
一
八
七
七
〉
に
開
催
さ
れ
た
「
京

都
博
覧
会
之
図
」
乃
村
工
藝
社
所
蔵
）。

　

京
都
博
覧
会
の
よ
う
な
事
例
は
稀
で
す
が
、

地
方
博
覧
会
は
一
八
七
〇
年
代
、
文
明
開
化
の

象
徴
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
府
県
の
勧
業
政
策
の

一
環
と
し
て
全
国
的
に
盛
況
を
博
し
て
い
ま
し

た
。
和
歌
山
で
も
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
と

七
年
に
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
園
部
家
文
書

の
別
の
簿
冊
の
な
か
か
ら
、
京
都
博
覧
会
の
開

催
を
案
内
す
る
和
歌
山
県
布
達
も
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
和
歌
山
県
と
し
て
も
京
都
博

覧
会
の
一
見
を
推
奨
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
彦
九
郎
が
京
都
博
覧
会
を
見

物
し
た
い
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
個
人
的
な
関

心
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
た

る
べ
き
戸
長
の
職
掌
や
そ
の
自
覚
と
も
関
係
し

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
、
人
に
0

0

よ
っ
て
は

0

0

0

0

私
用
と
公
務
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に

し
か
ね
な
い
よ
う
な
類
い
の
「
旅
行
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
彦
九
郎
は
私
用
扱
い

0

0

0

0

に

し
て
い
ま
す
。

【写真２】

【写真３】

【写真４】
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平
成
二
十
七
年
度
に
当
館
が
寄
贈
・
寄
託
・

購
入
に
よ
っ
て
新
収
し
た
古
文
書
の
概
要
を

紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か

ら
番
号
付
け
、
目
録
作
り
、
複
製
物
作
成
な

ど
、
皆
様
に
利
用
い
た
だ
く
た
め
の
整
理
を

進
め
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
整
理
中
の
文
書
は
、

出
納
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
、
御
利
用
に
な

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
御
利
用
に
あ
た
っ

て
は
、
事
前
に
当
館
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

宇
佐
美
系
譜

　

江
戸
時
代
の
紀
州
藩
軍
学
者
宇
佐
美
家
の

系
図
二
冊
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
、
か
つ
て

当
館
に
勤
め
て
い
た
方
が
発
見
し
て
購
入
し
、

御
寄
贈
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

字
の
書
き
癖
や
記
載
内
容
な
ど
か
ら
、
既

に
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
『
軍
学
者
宇
佐

ま
し
た
。

　

小
阪
区
文
書
は
、
明
治
八
・
九
年
に
作
ら
れ

た
木
箱
二
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
る
約
四
三
〇
点

の
文
書
で
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
か
ら
明

治
期
に
か
け
て
の
検
地
帳
や
名
寄
帳
、
貢
租
取

立
人
別
帳
な
ど
、
ほ
ぼ
全
て
が
旧
小
坂
村
内
の

貢
租
・
土
地
関
係
の
帳
面
で
す
。
多
く
は
江
戸

時
代
後
期
か
ら
明
治
初
年
の
時
期
の
も
の
で
す
。

木
箱
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
小
坂
村
の
土
地
権

利
関
係
の
「
永
久
保
存
」
文
書
の
整
理
が
行
わ

れ
て
収
納
さ
れ
た
も
の
に
、
そ
の
後
作
成
さ
れ

た
同
種
の
文
書
が
追
加
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
地
元
の
南
泉
寺
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
ひ
と
ま
ず
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
・
複
製
物
作
成
を
終

え
ま
し
た
。
近
い
将
来
同
町
に
文
書
館
又
は
資

料
館
が
設
置
さ
れ
た
後
に
、
同
町
が
受
け
入
れ

る
予
定
で
す
。

父
川
家
文
書
（
橋
本
市
東と
う

家げ

）

　

平
成
二
十
四
・
二
十
五
年
度
に
続
く
父
川
家

文
書
の
追
加
寄
贈
約
一
五
点
で
す
。

　

今
回
寄
贈
分
は
、
み
な
絵
画
の
下
絵
ら
し
き

も
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
橋
本
町
役
人
を
務

め
た
西
塙
氏
や
土
屋
氏
、伊
都
郡
名
古
曾
村（
現

同
市
高
野
口
町
名
古
曾
）
在
住
の
地
士
牲
川
右

源
次
の
名
が
記
載
さ
れ
て
あ
り
、
こ
れ
ら
近
隣

の
有
力
者
間
で
絵
画
を
め
ぐ
る
繋
が
り
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
、
同
家
文

書
の
一
部
は
、
那
賀
郡
岩
出
口
前
所
及
び
伊
都

郡
茶
口
前
の
徴
税
業
務
を
請
け
負
っ
た
西
塙
氏

（
上
記
）
が
職
務
上
作
成
し
た
文
書
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

中
松
家
文
書

　

旧
紀
州
藩
田
辺
領
（「
付つ
け

家が

老ろ
う

」
安
藤
家
）

家
臣
で
あ
っ
た
中
松
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
文
書

約
一
五
点
が
当
館
に
寄
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
先
祖
書
」
に
よ
る
と
、
同
家
は
、
中
松
圓

左
衛
門
の
息
子
圓
兵
衛
が
経
済
官
僚
と
し
て
頭

角
を
現
し
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
分
家

独
立
が
認
め
ら
れ
た
の
を
初
代
と
し
ま
す
。

　

三
代
目
源
吾
は
軍
人
と
し
て
活
躍
し
、
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
に
大
和
国
で
起
き
た
「
天

誅
組
の
変
」
の
際
に
は
、
警
備
の
た
め
秋
津
川

村
（
現
田
辺
市
秋
津
川
）
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
書
か
れ
た
日
記
「
秋
津
川
村
天
誅
組

詰
中
日
記
」
は
、
緊
迫
す
る
前
線
の
様
子
や
、

本
藩
領
や
新
宮
領
も
含
む
他
の
詰
場
や
村
々
、

田
辺
の
役
所
な
ど
と
の
連
絡
・
応
援
の
有
り
様

が
分
か
る
大
変
貴
重
な
記
録
で
、『
田
辺
市
史

第
八
巻
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

園
部
家
文
書
（
和
歌
山
市
園
部
）

　

平
成
七
年
以
来
、
数
度
に
わ
た
っ
て
寄
託
を

受
け
て
い
る
園
部
家
文
書
の
追
加
寄
託
で
す
。

　

今
回
寄
託
分
に
は
、
有い
さ

功お

村
長
、
海
草
郡
会

議
員
、
県
会
議
員
等
を
務
め
た
園
部
雄
次
郎
宛

て
の
書
簡
や
賞
状
類
の
ほ
か
、
明
治
期
に
園
部

村
最
大
の
地
主
で
あ
っ
た
同
家
の
小
作
関
係
帳

面
な
ど
家
経
営
に
関
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

小
阪
区
文
書
（
那
智
勝
浦
町
小
阪
）

　

那
智
勝
浦
町
小
阪
は
、
江
戸
時
代
紀
州
藩
新

宮
領
（
明
知
）
色
川
組
に
属
し
、
明
治
二
十
二

年
（
一
八
八
九
）
ま
で
小
坂
村
と
い
い
ま
し
た
。

そ
れ
以
後
、
色
川
村
の
大
字
小
阪
と
な
り
、
昭

和
三
十
年
か
ら
は
那
智
勝
浦
町
の
大
字
と
な
り

美
定
祐
文
書
』
と
同
じ
家
で
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
元
は
一
緒
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
日
の
研
究
で
は
、
宇
佐
美
家
は
、
戦
国
大

名
越
後
上
杉
家
の
軍
師
な
ど
先
祖
の
由
緒
を
ね

つ
造
し
て
仕
官
し
た
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
系
図
二
冊
の
う
ち
一
冊
は
、『
軍
学

者
宇
佐
美
定
祐
文
書
』
の
偽
文
書
と
同
様
、
宇

佐
美
定
祐
（
大
関
左
助
）
が
作
成
し
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

ロ
バ
ー
ト
・
テ
キ
ス
タ
ー
関
係
資
料

　

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
か
ら
翌
年
に

か
け
て
連
合
国
軍
和
歌
山
軍
政
部
教
育
部
長
を

務
め
た
ロ
バ
ー
ト
・
Ｂ
・
テ
キ
ス
タ
ー
を
は
じ

め
と
す
る
軍
政
部
と
、
軍
政
部
顧
問
谷
口
美
智

雄
（
和
歌
山
師
範
学
校
・
の
ち
和
歌
山
大
学
教

授
）
や
中
沢
哲
夫
教
育
課
長
（
の
ち
副
知
事
）

ら
県
教
育
担
当
部
局
と
の
英
文
書
簡
（
タ
イ
プ

打
ち
）
三
四
点
（
う
ち
三
点
に
は
日
本
語
訳
添

付
）
及
び
一
九
八
五
年
前
後
に
中
沢
や
関
係
者

が
出
版
を
企
て
た
「
戦
後
和
歌
山
の
教
育
」
な

る
本
の
序
文
を
テ
キ
ス
タ
ー
が
寄
稿
し
た
際
の

関
係
資
料
約
一
五
点
で
す
。（
た
だ
し
、
現
時

点
で
は
「
戦
後
和
歌
山
の
教
育
」
が
実
際
に
出

版
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
確
認
で
き
て
い
ま
せ

ん
。）
谷
口
家
に
遺
さ
れ
て
い
た
も
の
を
御
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

テ
キ
ス
タ
ー
は
本
県
に
お
け
る
新
制
中
学
及

び
高
校
の
設
置
を
主
導
し
た
重
要
人
物
で
あ
り
、

当
該
期
の
政
策
決
定
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら

か
に
す
る
重
要
な
新
出
資
料
で
す
。

宇佐美系譜のうち、宇佐美定祐（大関左助）作成
と思われるもの

1 2 3 4 5 6 7

文
書
館
の
利
用
案
内

村
の
公
務
と
私
用

  ―

明
治
初
期
の
戸
長
の
姿―

平
成
二
十
七
年
度

　
公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
六
年
度

　
　
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

平
成
二
十
七
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

　
い
と
お
か
し
く

　
　

―

岩
﨑
平
四
郎
の
櫨
商
売―

そ
の 

ふ  

し 

あ
わ
せ
あ
ま

　
　の 

こ
と

平
成
二
十
七
年
度
文
化
庁
補
助
金
事
業

地
域
に
眠
る「
災
害
の
記
憶
」
と

文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継
承
す
る
事
業
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帯
庄
酒
造・森
田
家
文
書（
か
つ
ら
ぎ
町
丁
ノ
町
）

　

江
戸
時
代
中
期
創
業
で
平
成
ま
で
続
き
、
明

治
の
中
頃
に
は
県
下
最
大
の
醸
造
量
を
誇
っ
た

帯
庄
酒
造
場（
銘
柄
は「
鶴
の
瀧
」「
酔
人
日（
ス

イ
ト
ピ
ー
）」
な
ど
）
に
残
さ
れ
て
い
た

一
、〇
〇
〇
点
余
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

ほ
と
ん
ど
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
後
期
ま

で
の
酒
・
味
醂
な
ど
醸
造
業
に
関
す
る
経
営

帳
簿
類
で
す
が
、
経
営
者
森
田
家
に
よ
る
同

業
以
外
の
経
営
や
公
職
に
関
す
る
文
書
を
一

部
含
み
ま
す
。
有
名
な
明
治
・
大
正
期
の
経

営
者
森
田
庄
兵
衛
が
行
っ
た
新
和
歌
浦
（
現

和
歌
山
市
）
開
発
に
関
す
る
も
の
は
四
〇
点

ほ
ど
あ
り
ま
す
。

那
賀
銀
行・那
賀
製
糸
工
場
設
計
図（
紀
の
川
市
名
手
市
場
）

　

現
紀
の
川
市
名
手
市
場
に
か
つ
て
存
在
し

た
株
式
会
社
那
賀
銀
行
本
店
及
び
那
賀
製
糸

株
式
会
社
工
場
の
手
書
き
の
建
築
設
計
図
で

す
。
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

　

那
賀
銀
行
は
、明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）

か
ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
ま
で
存
在

慣
行
が
大
き
く
動
揺
す
る
時
期
に
あ
た
り
、
そ

れ
が
最
も
顕
在
化
す
る
の
が
、
庄
の
上
層
で
あ

る
「
庄
年
寄
」
内
で
の
能
興
行
時
の
座
席
順
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
し
た
。
高
野
山
領
内
の
支

配
系
統
の
複
雑
さ
な
ど
も
影
響
し
、
解
決
は
困

難
を
極
め
ま
し
た
。
会
合
を
何
度
開
い
て
も
事

態
が
進
展
し
な
い
様
子
が
よ
く
分
か
り
、
読
む

と
本
当
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
き
ま
す
。

紀
州
藩
士
薗
田
家
文
書

　

家
康
以
来
徳
川
家
に
仕
え
、
紀
州
藩
士
と

な
っ
て
か
ら
も
、
罪
を
得
て
出
奔
し
た
幕
府
旗

本
を
捕
ら
え
る
な
ど
し
て
活
躍
し
た
薗
田
伊
兵

衛
栄
久
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
文
書
約

二
〇
点
で
す
。
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

　

上
記
栄
久
の
事
績
に
関
す
る
も
の
及
び
薗
田

家
の
由
緒
に
関
す
る
書
留
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
「
田
畑
地
券
控
」

か
ら
は
、
当
時
の
旧
藩
士
の
土
地
所
有
状
況
が

分
か
り
ま
す
。

紀
州
牟
婁
郡
新
宮
領
里
数
在
郷
神
社
仏
閣
旧
跡
記

　

現
三
重
県
域
を
含
む
旧
牟
婁
郡
内
の
紀
州
藩

新
宮
領
に
つ
い
て
の
地
誌
一
冊
で
、『
続
熊
野

の
史
料
』（
浜
畑
栄
造
編
著
）
収
録
「
紀
州
新

宮
領
分
見
聞
記
」
の
別
本
で
す
。
古
書
店
か
ら

の
購
入
で
す
。

　

奥
書
に
よ
る
と
、
こ
の
写
本
は
、
も
と
も
と

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
「
湯
本
之
生
駒
氏
」

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
地
誌
の
内
容
に
、
寛
政

六
年
（
一
七
九
四
）、
新
た
な
内
容
が
加
筆
さ

れ
て
成
立
し
た
よ
う
で
す
（
加
筆
者
は
不
明
）。

ま
た
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
以
降
に
「
下

中
村
氏
」
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
朱
筆
も
あ
り

ま
す
。

　

文
書
館
に
は
、
和
歌
山
県
庁
の
永
久
保
存
文

書
の
う
ち
、
事
案
完
結
後
二
〇
年
を
経
過
し
た

も
の
が
引
き
継
が
れ
ま
す
。
ま
た
、知
事
部
局
・

県
議
会
事
務
局
・
選
挙
管
理
委
員
会
・
監
査
委

員
事
務
局
・
労
働
委
員
会
事
務
局
・
収
用
委
員

会
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
・
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
が
保
存
期
間
満
了
に
よ
り
廃
棄
す
る

有
期
限
文
書
の
う
ち
歴
史
的
価
値
が
あ
る
も
の

を
選
別
し
「
歴
史
文
書
」
と
し
て
収
集
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
度
に
文
書
館
に
引
き
継
が
れ

た
永
久
保
存
文
書
は
三
九
五
冊
、
平
成
五
年
の

開
館
か
ら
の
累
積
冊
数
は
二
三
、一
一
六
冊
で

す
。

　

歴
史
文
書
の
収
集
冊
数
は
二
六
六
冊
で
、
そ

の
う
ち
二
五
三
冊
が
知
事
部
局
本
課
か
ら
収

集
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
年
、
知
事
部
局
本

課
全
体
で
は
、
合
計
八
、九
四
一
冊
の
文
書
が

廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
う
ち
の
二
・

九
％
が
、
歴
史
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

開
館
以
降
の
歴
史
文
書
の
累
積
冊
数
は
、
六
、

六
七
一
冊
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
は
、
文
書
館
で
保
存
・
整
理

さ
れ
、
事
案
完
結
後
三
〇
年
が
経
過
し
、
且
つ

個
人
情
報
保
護
な
ど
の
問
題
が
な
く
な
っ
た
も

の
か
ら
御
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
永
久
保
存
文
書
の
う
ち
、
個
人
情
報
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、
情

報
公
開
制
度
に
則
り
、
県
庁
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
で
の
御
利
用
に
な
り
ま
す
。　

し
ま
し
た
。（
同
年
、
上
記
の
森
田
庄
兵
衛
ら

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社
伊
都
銀
行
と

合
併
し
て
伊
那
合
同
銀
行
に
な
り
ま
す
。）
図

面
は
一
五
枚
あ
り
、「
工
事
執
行
規
定
」
一
通

が
あ
り
ま
す
。
同
規
定
か
ら
、
明
治
四
十
五
年

頃
の
作
成
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

那
賀
製
糸
工
場
は
、
大
正
六
年
に
開
業
し
て

い
ま
す
。
図
面
は
一
八
枚
あ
り
ま
す
。

平
野
氏
三
船
明
神
御
宮
遷
私
記（
紀
の
川
市
桃
山
町
元
）

　

江
戸
時
代
ま
で
高
野
山
領
で
あ
っ
た
那
賀
郡

安あ

楽ら

川か
わ

庄
一
四
ヵ
村
（
現
紀
の
川
市
内
）
の
産う
ぶ

土す
な

神が
み

三
船
明
神
社
の
下
司
役
を
中
世
以
来
務
め

て
い
た
平
野
家
の
当
主
団
之
進
が
、
寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）
二
月
八
日
の
「
庄
会
合
」
以
降
、

多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
し
な
が
ら
同
社
の
修

復
、
遷
宮
や
能
興
行
な
ど
で
の
務
め
を
終
え
る

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
四
月
二
日
ま
で
の
詳

細
な
記
録
で
す
。
横
半
帳
が
四
冊
あ
り
ま
す
が
、

本
来
も
う
一
冊
あ
っ
た
は
ず
で
、
同
二
年
閏う
る
う八

月
か
ら
同
三
年
三
月
十
二
日
ま
で
の
記
録
を
欠

い
て
い
ま
す
。
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

　

中
世
か
ら
続
く
「
庄
宮
座
」
の
序
列
・
秩
序
・

帯庄酒造・森田家文書のうち、新和歌浦開発
に関する絵図

那賀製糸株式会社本館・乾燥場・繰糸工場
建築図

1 2 3 4 5 6 7

文
書
館
の
利
用
案
内

村
の
公
務
と
私
用

  ―

明
治
初
期
の
戸
長
の
姿―

平
成
二
十
七
年
度

　
公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
六
年
度

　
　
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

平
成
二
十
七
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

　
い
と
お
か
し
く

　
　

―

岩
﨑
平
四
郎
の
櫨
商
売―

そ
の 

ふ  

し 

あ
わ
せ
あ
ま

　
　の 

こ
と

平
成
二
十
七
年
度
文
化
庁
補
助
金
事
業

地
域
に
眠
る「
災
害
の
記
憶
」
と

文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継
承
す
る
事
業
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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

間
時
館
開

◆

前
午

10

◆

日
休
替
振
び
及
日
祝
・
日
曜
日
・
土

前
午

10

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

  

り
よ
だ
館
書
文
立
県
山
歌
和

第

号

成
平

28
年
7
月

日

発

行

行
発
・
集
編

館
書
文
立
県
山
歌
和

一
四
六
〒

－

一
五
〇
〇

七
目
丁
一
松
高
西
市
山
歌
和

－

八
三

内
館
学
志
に
く
の
き

電

話

三
七
〇

－

六
三
四

－

〇
四
五
九

Ｘ
Ａ
Ｆ

三
七
〇

－

六
三
四

－

一
四
五
九

印

刷

46

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

文
書
館
の
利
用
案
内

　

文
書
館
は
、
前
年
度
に
続
き
、
平
成
二
十
七

年
度
も
文
化
庁
補
助
金
事
業「
地
域
に
眠
る「
災

害
の
記
憶
」
と
文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継

承
す
る
事
業
」
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
和
歌
山
県
内
の
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
し
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
、
仏

像
、
お
祭
り
な
ど
文
化
財
の
確
認
調
査
を
行
い
、

将
来
の
被
災
に
備
え
る
も
の
で
す
。

　

文
書
館
の
ほ
か
、
県
立
博
物
館
、
県
教
育
庁

文
化
遺
産
課
、
和
歌
山
大
学
や
県
外
の
研
究
者
、

民
間
団
体
「
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
・
わ
か
や

ま
」
が
共
同
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
度
は
、西
牟
婁
郡
す
さ
み
町
・

東
牟
婁
郡
串
本
町
・
同
郡
太
地
町
で
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。

　

事
業
の
成
果
を
地
元
の
皆
様
に
御
報
告
し
、

今
後
の
防
災
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

小
冊
子
『
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
「
災
害

の
記
憶
」
を
未
来
に
伝
え
る
Ⅱ
―
命
と
文
化
財

を
守
る
た
め
に
―
』
を
刊
行
し
て
三
町
内
全
戸

に
配
布
し
た
ほ
か
、
現
地
学
習
会
「
歴
史
か
ら

学
ぶ
防
災
二
〇
一
五
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

学
習
会
で
は
、
長
年
地
元
で
活
動
さ
れ
て
い

る
田
原
先
生
を
ゲ
ス
ト
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、

歴
史
学
に
限
ら
な
い
幅
広
い
視
点
か
ら
地
域
防

災
を
考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
来
場
く
だ
さ
っ
た

方
々
が
今
後
の
防
災
に
つ
い
て
話
し
合
う
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
八
年
度
は
、
日
高
郡
由
良
町
及
び

同
郡
印
南
町
で
同
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
地
学
習
会

　歴史
か
ら
学
ぶ
防
災
二
〇
一
五―

災
害
の
記
憶
を
未
来
に
伝
え
る―

二
月
二
十
七
日

　於：
串
本
町
文
化
セ
ン
タ
ー 

参
加
者
六
五
名

二
月
二
十
八
日 

於
：
す
さ
み
町
総
合
セ
ン
タ
ー 

参
加
者
七
二
名

①「
背
美
流
れ
：
明
治
十
一
年
太
地
鯨
組
の
海
難
」

　
　
太
地
町
歴
史
資
料
室
学
芸
員
櫻
井
敬
人
氏

②「
橋
杭
岩
の
津
波
石
と
ジ
オ
パ
ー
ク
で
の
利
用
法
」

　
　

串
本
古
座
高
校
古
座
校
舎
教
諭
田
原
敬
治
氏

③「
棟
札
に
記
さ
れ
た
地
震
津
波
の
記
憶
」

　
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
木
村
修
二
氏

④「
有
田
浦
を
襲
っ
た
安
政
の
地
震
と
津
波
」

　
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
・
わ
か
や
ま
砂
川
佳
子
氏

　
和
歌
山
県
立
博
物
館
前
田
正
明
主
任
学
芸
員

⑤「
有
田
・
正
覚
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
に
つ
い
て
」

　
和
歌
山
県
文
化
遺
産
課
三
本
周
作
副
主
査

①「
祭
り
の「
保
存
」と「
継
承
」―

す
さ
み
町
を
事
例
と
し
て―
」

　
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所

　
　
特
任
准
教
授
吉
村
旭
輝
氏

②「
宝
永
地
震
津
波
と
周
参
見
下
地
浦
の「
浪
避
堤
」」

　
和
歌
山
大
学
名
誉
教
授
藤
本
清
二
郎
氏

③「
持
宝
寺
と
長
沢
芦
雪
」

　
和
歌
山
県
立
博
物
館
袴
田
舞
学
芸
員

④「
大
日
山
頂
上
の「
為
後　
」碑
と
大
日
講
」

　
和
歌
山
県
立
博
物
館
前
田
正
明
主
任
学
芸
員

⑤「
災
害
資
料
を
活
か
し
た
自
主
防
災
活
動
に
つ
い
て
」

　
近
代
姫
路
大
学
准
教
授
松
下
正
和
氏

小冊子は、県立博物館ウェ
ブサイトでご覧になれます。

1 2 3 4 5 6 7

文
書
館
の
利
用
案
内

村
の
公
務
と
私
用

  ―

明
治
初
期
の
戸
長
の
姿―

平
成
二
十
七
年
度

　
公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
六
年
度

　
　
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

平
成
二
十
七
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

其
不
仕
合
余
り
之
事
に

　
い
と
お
か
し
く

　
　

―

岩
﨑
平
四
郎
の
櫨
商
売―

そ
の 

ふ  

し 

あ
わ
せ
あ
ま

　
　の 

こ
と

平
成
二
十
七
年
度
文
化
庁
補
助
金
事
業

地
域
に
眠
る「
災
害
の
記
憶
」
と

文
化
遺
産
を
発
掘
・
共
有
・
継
承
す
る
事
業




