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「
節
斎
森
田
先
生
之
碑
」

幕
末
と
い
う
動
乱
の
時
代
を
生
き
た
森
田
節

斎
（
写
真
1
）
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
和
歌

山
出
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
地
に
縁
故
を

有
し
て
い
る
人
物
で
す
。

本
号
の
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
大
き
な
石
碑

「
節
斎
森
田
先
生
之
碑
」
は
、
彼
を
偲
ん
で
昭

和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、

い
ま
も
紀
の
川
市
荒
見
の
九く

頭ず

神
社
境
内
に
現

存
し
て
い
ま
す
（
現
在
、
和
歌
山
県
指
定
文
化

財
）。こ

の
石
碑
の
建
立
を
め
ぐ
る
地
域
の
動
向
に

つ
い
て
紹
介
す
る
の
が
小
文
の
目
的
で
す
が
、

そ
の
前
に
節
斎
の
略
歴
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。

森
田
節
斎
と
は

節
斎
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
大
和
国

宇
智
郡
五
條
（
現
五
條
市
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

父
で
医
者
だ
っ
た
文
庵
の
影
響
も
あ
り
、
幼
く

し
て
郷
学
で
漢
学
の
素
養
を
身
に
つ
け
ま
す
。

そ
し
て
京
都
へ
上
り
頼
山
陽
に
師
事
、
従
学
四

年
の
の
ち
江
戸
へ
出
て
昌
平
黌
に
学
び
ま
し
た
。

天
保
末
年
（
一
八
四
五
）
に
は
京
都
で
開

塾
、
教
授
す
る
こ
と
数
年
の
間
に
尊
王
攘
夷
の

論
を
強
く
し
、
吉
田
松
陰
・
梅
田
雲
浜
・
頼
三

樹
三
郎
・
春
日
潜
庵
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
勤
王
の

志
士
」
と
交
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
安
政

二
年
（
一
八
五
五
）
よ
り
、
備
中
・
備
後
・
伊

予
・
讃
岐
・
播
州
姫
路
な
ど
を
漫
遊
。
な
か
で

も
姫
路
藩
酒
井
家
に
聘
せ
ら
れ
る
も
辞
し
て
い

ま
す
。

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
備
中
倉
敷
に

赴
い
て
学
筵
を
開
き
、
諸
藩
よ
り
「
勤
王
の
志

士
」
た
ち
が
そ
の
門
下
に
集
い
ま
す
。
節
斎
は

そ
こ
で
勤
王
論
を
説
く
こ
と
激
し
く
、
た
め
に

江
戸
幕
府
よ
り
嫌
疑
を
受
け
、
潜
伏
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
い
く
つ
か
の
縁
が
重
な
っ
て
最
終
的

に
流
れ
着
い
た
の
が
、
紀
伊
国
那
賀
郡
荒
見
村

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
彼
は
妻
の
無
絃
や

息
子
の
司
馬
太
郎
と
も
ど
も
、
こ
の
地
域
の
有

力
者
に
匿
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、「
簡
塾
」
を

開
い
て
そ
の
関
係
者
や
子
弟
た
ち
に
講
学
。
慶

応
四
年
（
一
八
六
八
）
荒
見
の
地
で
生
涯
の
幕

を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

節
斎
と
北
家
の
交
わ
り

こ
の
よ
う
に
節
斎
が
人
生
最
後
の
花
を
咲
か

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
荒
見
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
支
え
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
な
か
で
も
節
斎
の
、
い

わ
ば
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
多
大
な
支
援
を
ほ
ど
こ

し
た
の
が
、
こ
の
地
域
の
有
力
者
だ
っ

た
北
家
で
し
た
。

北
家
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
よ

り
節
斎
に
寄
寓
さ
せ
、
翌
年
に
は
持
庵

の
愚
中
庵
（
善
通
寺
）
を
そ
の
居
所
と

し
て
提
供
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
慶
応

四
年
に
は
、
九
頭
神
社
社
務
所
へ
移
ら

せ
る
手
筈
を
整
え
さ
せ
ま
し
た
。

北
家
は
中
世
を
通
じ
て
勢
力
を
拡
大

し
て
い
っ
た
由
緒
あ
る
土
豪
で
、
近
世

に
は
紀
州
藩
よ
り
地
士
と
し
て
認
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、
庄
屋
な
ど
も
つ
と

め
た
家
柄
で
す
。
幕
末
維
新
期
の
当

主
に
あ
た
る
長
左
衛
門
忠た
だ

鶴た
ず

（
淳
介
、

一
八
二
五
～
八
二　

写
真
2
）
も
家
業

の
医
業
を
営
む
か
た
わ
ら
、
庄
屋
や
戸

長
・
郡
長
な
ど
の
公
職
を
歴
任
し
て
い

ま
す
。
加
え
て
、
彼
は
私
塾
を
開
き
地

域
の
子
弟
を
育
て
て
も
い
ま
し
た
。

そ
の
淳
介
が
率
先
し
て
節
斎
に
惜
し

ま
ぬ
援
助
を
提
供
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
節
斎
か
ら
と
く
に
大
き
な
感
化

を
受
け
た
の
が
、
淳
介
の
息
子
淳
太
郎

（
一
八
五
五
～
一
九
三
〇
）
で
し
た
。
淳
太
郎

は
節
斎
の
死
後
、
遺
稿
の
筆
写
を
必
死
に
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
（
写
真
3
）。

ま
た
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
父
淳
太

郎
の
死
を
悼
む
養
子
の
一
夫
（
一
九
〇
四
～

九
七
）
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

「
故
北
淳
太
郎
略
歴
」（
写
真
4
）
に
は
、「
長

左　（
淳
介
）　

衛
門
、
夙
ニ
育
英
の
思
ひ
深
く
、
自
宅
を
開

放
し
て
私
熟（
塾
）を

興
し
、
廿
余
名
の
青
少
年
に
和

漢
の
学
を
授
く
、
当
時
徳
川
家
の
勢
威
、
漸
く

地
に
墜
ち
、
王
政
復
古
の
機
運
、
漸〻
正
に
擡
頭

せ
ん
と
す
、
偶
〻
碩
学
森
田
節
斎
、
難
を
避
け

て
北
家
に
隠
る
、
淳
太
郎
時
に
年
十
歳

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
0

0

「
勤
王
の
志
士
」
森
田
節せ

っ

斎さ
い

の
顕
彰
碑
　
―
北
一
夫
氏
旧
蔵
北
家
文
書
よ
り
―
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幕
末
の
大
志
士
の
篤
学
と
激
情
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
少
年
淳

0

0

0

太
郎
に
偉
大
な
る
感
激
と
憧
憬
と
を
呼
び
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
多
か
る
べ
し

0

0

0

0

0

0

0

、
和
漢
の
学
を
こ
の
大
儒
に

学
び
て
、
正
義
王
道
を
慕
ふ
の
志
生
れ
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
、

又
偶
然
な
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
（
傍
点
平
良
）。

淳
太
郎
少
年
に
と
っ
て
節
斎
の
影
響
力
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
よ
く
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

墓
の
造
立

淳
介
は
節
斎
の
死
後
、
北
家
累
代
の
墓
所
が

置
か
れ
て
い
た
愚
中
庵
（
善
通
寺
）
の
一
角
に
、

彼
の
墓
と
記
念
碑
を
設
け
ま
し
た
。
ま
た
、
荒

見
か
ら
安あ

楽ら

川
（
現
紀
の
川
市
桃
山

町
）
へ
移
っ
た
遺
族
の
無
絃
と
司
馬

太
郎
に
弛
ま
ず
援
助
を
続
け
て
い
ま

す
。と

こ
ろ
が
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）

に
淳
介
を
失
っ
た
北
家
は
没
落
。
そ

の
跡
を
継
い
だ
淳
太
郎
は
明
治
十
八

年
、
荒
見
の
地
を
去
り
、
大
阪
で
心

機
一
転
、
医
院
を
開
業
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
節
斎
墓

の
維
持
管
理
や
彼
の
遺
族
へ
の
援
助

ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
淳
太
郎
の
離
脱
を
フ
ォ

ロ
ー
す
る
人
び
と
が
こ
の
地
域
に
は

た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
上
京
し
た
無

絃
と
司
馬
太
郎
の
死
亡
を
受
け
、
明

治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
節
斎
簡

塾
の
旧
門
人
た
ち
が
図
っ
て
彼
ら
二

人
の
墓
を
節
斎
墓
の
隣
に
建
立
し
て

い
ま
す
（
写
真
5
）。

そ
の
後
、
墓
の
傍
に
あ
っ
た
記
念

碑
は
諸
事
情
で
五
條
へ
移
さ
れ
た
も

の
の
、
節
斎
ら
家
族
三
人
の
墓
が
並
ぶ
光
景
は

当
時
の
ま
ま
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
（
写
真
6　

左
が
節
斎
、
真
ん
中
が
無
絃
、

右
が
司
馬
太
郎
の
墓
）。

建
碑
の
志

こ
の
間
開
業
医
と
し
て
大
阪
で
精
を
出
し
て

い
た
淳
太
郎
が
、
感
化
を
受
け
た
節
斎
へ
の
思

い
を
ど
の
よ
う
に
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
の
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。

が
、
国
家
に
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
明
治

四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）、
節
斎
に
従
四
位
が

追
贈
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
思
い

が
フ
ツ
フ
ツ
と
湧
い
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
追

贈
の
翌
年
、
さ
っ
そ
く
節
斎
の
遺
徳
を
偲
ぶ
記

念
碑
を
建
立
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、
淳
太
郎
は

節
斎
の
門
人
で
旧
岸
和
田
藩
の
儒
者
だ
っ
た
土

屋
弘
へ
そ
の
撰
文
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
淳
太

郎
が
大
阪
を
引
き
払
い
、
龍
門
村
と
村
名
を
変

え
て
い
る
故
郷
に
帰
っ
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と

で
す
。

淳
太
郎
の
頼
み
を
受
け
、
土
屋
も
撰
文
案
を

い
く
つ
か
練
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
か
な

か
陽
の
目
を
み
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
写
真
7
）。
当
時
は
ま
だ
淳
太
郎
と
土
屋
の
個

人
的
な
関
係
に
基
づ
い
た
企
図
に
す
ぎ
ず
、
建

碑
の
実
現
に
は
時
期
尚
早
だ
っ
た
の
で
す
。
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顕
彰
運
動

と
こ
ろ
が
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
節
斎

を
顕
彰
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
盛
り
上
が
り
を

見
せ
ま
す
。
ま
ず
は
、
粉
河
高
等
女
学
校
や
那

賀
郡
教
育
会
を
中
心
に
教
育
界
が
淳
太
郎
に
協

力
を
依
頼
、
講
演
会
・
遺
墨
展
覧
会
・
追
慕
会
・

展
墓
な
ど
が
催
さ
れ
ま
す
（
写
真
8
）。

他
方
、
神
戸
の
実
業
家
で
人
物
顕
彰
に
取
り

組
ん
で
い
た
武
岡
豊
太
を
は
じ
め
、
節
斎
に
縁

故
を
有
す
る
歴
史
愛
好
家
た
ち
と
淳
太
郎
の
思

惑
が
一
致
、
記
念
碑
建
立
や
文
庫
設
立
の
計
画

を
立
て
る
と
と
も
に
、
講
演
会
や
寄
付
金
募
集

の
活
動
を
精
力
的
に
お
こ
な
っ
て
い
き
ま
す

（
写
真
9　

淳
太
郎
は
右
か
ら
二
人
目
、
そ
の

左
隣
が
武
岡
、
そ
の
ま
た
左
の
女
性
は
節
斎
親

族
の
森
田
敬
子
）。

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
、
節
斎
の

墓
が
和
歌
山
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
て
も
い
ま
す
（
写
真
10
）。
そ
の
勢
い
を

借
り
て
、
淳
太
郎
と
武
岡
た
ち
は
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）、
全
国
の
節
斎
縁
故
者
の
組
織
化

を
試
み
節
斎
会
な
る
団
体
を
設
立
し
ま
す
（
本

部
は
龍
門
村
役
場
内　

写
真
11
）。

こ
う
し
て
節
斎
記
念
碑
の
建
立
が
い
よ
い
よ

実
現
す
る
と
思
わ
れ
た
の
で
す
が
、
金
融
恐

慌
・
昭
和
恐
慌
な
ど
経
済
不
況
の
影
響
も
あ
っ

て
か
、寄
付
金
が
期
待
通
り
に
集
ま
ら
ず
順
延
。

節
斎
会
に
よ
る
建
碑
運
動
が
実
を
結
ん
だ
の
は

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
こ
と
で
（
写
真

12
）、
そ
れ
が
本
号
の
表
紙
に
掲
載
し
た
も
の

に
な
る
わ
け
で
す
。

「
勤
王
の
志
士
」
像

こ
の
よ
う
に
紆
余
曲
折
を
経
て
建
立
さ
れ
た

「
節
斎
森
田
先
生
之
碑
」
は
、
和
歌
山
出
身
で

な
い
と
は
い
え
、
そ
の
節
斎
と
縁
故
を
持
つ
、

荒
見
地
区
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
人
び
と
の

思
い
が
ふ
ん
だ
ん
に
込
め
ら
れ
た
も
の
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、こ
の
碑
に
は
ど
の
よ
う
な
銘
文

が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。格
調
高
い

漢
文
で
撰
文
を
完
成
さ
せ
た
土
屋
弘
と
節
斎
の

パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
除
け
ば
、頼
山
陽
や
吉
田
松
陰
と
の
交
流

が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、天
誅
組
の
変
に
加

わ
っ
た
乾
十
郎
ら
「
一
世
の
聾ろ
う

聵が
い

」を
「
傑
士
」

に「
陶
鋳
」す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
世
運
」を「
挽

回
」さ
せ
た「
志
士
」、あ
る
い
は「
勤
王
」を「
誓

心
」し
「
英
俊
」の
「
造
就
」に
つ
と
め
た
人
物

と
し
て
節
斎
は
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

冒
頭
で
示
し
た
節
斎
の
評
価
は
、
現
在
一
般

的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
辞
書
的
な
も
の
で
す

が
、
こ
の
碑
文
と
並
べ
て
み
る
と
節
斎
に
対
す

る
見
方
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
勤
王
の
志
士
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
が
い
か
に
強
靱
か
、
そ
れ
を
改
め

て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

�

（
平
良　

聡
弘
）

※
写
真
１
、９
、
10
は
武
岡
豊
太
『
森
田
節
斎
先
生

の
生
涯
』（
一
九
二
六
年
）、写
真
2
は
渡
瀬
修
吉
『
勤

皇
儒
者
森
田
節
斎
の
冤
罪
』（
一
九
六
八
年
）
所
収
。

4



第 51号（平成 30年 3月発行） 和歌山県立文書館だより

5

十
月
に
歴
史
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

第
一
回
の
【
地
域
の
中
の
「
偉
人
」
顕
彰　

︱
「
勤
王
の
志
士
」
森
田
節
斎
を
め
ぐ
る
地
域
の

人
び
と
︱
】
で
は
、
当
館
の
平
良
研
究
員
が
、

幕
末
の
儒
者
・
森
田
節
斎
を
「
勤
王
の
志
士
」

と
し
て
顕
彰
し
た
人
び
と
の
姿
を
、
紀
の
川
市

荒
見
の
北
家
に
残
る
史
料
を
も
と
に
紹
介
し
ま

し
た
。

第
二
回
の
【
1
㎢
の
場
所
の
歴
史
か
ら
分
か

る
こ
と
︱
切
目
川
河
口
を
事
例
と
し
て
︱
】で
は
、

当
館
の
藤
主
査
が
、
一
見
何
も
な
い
よ
う
に
思

え
る
場
所
に
関
す
る
古
文
書
か
ら
藩
政
全
体
に

関
わ
る
問
題
を
読
み
解
き
、
紹
介
し
ま
し
た
。

第
三
回
の
【
西
行
と
和
歌
山
】
で
は
、
当
館

の
山
東
館
長
が
、
和
歌
山
と
ゆ
か
り
の
深
い
西

行
の
人
生
を
、
そ
の
作
品
に
触
れ
な
が
ら
紹
介

し
ま
し
た
。

三
日
間
で
、延
べ
八
十
三
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
七
割
以
上
の
方
か
ら
「
と
て

も
よ
か
っ
た
」「
よ
か
っ
た
」
と
の
回
答
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

「
地
域
の
中
の「
偉
人
」顕
彰
︱「
勤
王
の
志
士
」

森
田
節
斎
を
め
ぐ
る
地
域
の
人
び
と
︱
」

・
和
歌
山
に
も
ま
だ
ま
だ
聞
か
な
い
方
々
の
お

名
前
を
調
べ
る
こ
と
で

様
々
な
そ
の
土
地
土
地

の
歴
史
が
わ
か
り
、
非

常
に
興
味
深
く
思
い
ま

す
。

・
森
田
節
斎
を
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、
な
じ
み

の
あ
る
話
で
は
な
い

が
、
内
容
は
良
く
検
討

さ
れ
て
お
り
、
興
味
深

く
拝
聞
し
ま
し
た
。

「
1
㎢
の
場
所
の
歴
史
か
ら
分
か
る
こ
と

�

︱
切
目
川
河
口
を
事
例
と
し
て
︱
」

・
地
域
に
残
る
歴
史
か
ら
当
時
の
問
題
に
な
っ

て
い
た
事
柄
を
読
み
解
く
試
み
は
す
ご
く
面
白

か
っ
た
で
す
。
地
域
の
史
料
を
読
ん
で
み
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

・
移
住
者
受
け
入
れ
に
つ
い
て
の
条
件
や
防
災
・

公
共
事
業
に
つ
い
て
等
、
現
代
と
共
通
す
る
点

多
く
、
先
進
事
例
と
し
て
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
の

意
義
を
再
認
し
ま
し
た
。

「
西
行
と
和
歌
山
」

・
わ
か
り
や
す
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
満
載
で
と
て
も

楽
し
か
っ
た
。

・
西
行
は
北
面
の
武
士
で
出
家
し
た
歌
人
で
あ

る
く
ら
い
の
知
識
し
か
な
か
っ
た
が
時
代
・
場

所
を
な
ら
べ
た
説
明
で
人
物
・
行
政
や
時
代
背

景
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

・
西
行
の
生
き
た
時
代
、
人
々
と
の
関
係
が
よ

く
わ
か
っ
た
。
知
ら
な
い
部
分
も
多
か
っ
た
の

で
、
い
い
資
料
だ
っ
た
。

十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
古
文
書
講

座
Ⅱ
を
開
催
し
ま
し
た
。

夏
期
に
開
催
し
た
古
文
書
講
座
Ⅰ
に
引
き
続

き
、
今
回
も
、
北
一
夫
氏
旧
蔵
北
家
文
書
を
題

材
に
し
ま
し
た
。
北
家
が
あ
っ
た
現
紀
の
川
市

荒
見
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
高
野
山
寺
領
で

し
た
。
高
野
山
寺
領
に
住
む
紀
州
藩
地
士
と
し

て
奮
闘
す
る
北
氏
の
姿
を
、
高
野
山
と
紀
州
藩

と
の
関
係
に
も
着
目
し
な
が
ら
、
遊
佐
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
」
に
は
、
延
べ
一
〇
三
名
、「
初
級
・

中
級
」
に
は
、延
べ
一
七
一
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
約
八
割
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
。

「
入
門
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
く
ず
し
字
の
何

を
省
略
し
、何
を

つ
な
げ
、何
を
ど

う
見
立
て
て
い
る

の
か
を
て
い
ね
い

に
解
説
し
て
い
た

だ
き
、わ
か
り
や

す
か
っ
た
で
す
。

・
内
使
が
来
た
ら

裃
を
付
け
て
案
内
し
た
り
、
夜
当
番
が
あ
っ
た

り
と
い
ろ
い
ろ
な
お
役
目
が
あ
っ
た
事
が
わ
か

り
、
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
先
生
の
お
話
が
わ

か
り
や
す
く
お
も
し
ろ
く
楽
し
く
受
講
で
き
ま

し
た
。

「
初
級
・
中
級
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
釈
文
を
頼
り
に
し
な
が
ら
で
す
が
少
し
ず
つ

読
め
る
よ
う
に
な
る
楽
し
み
と
同
時
に
、
文
書

の
内
容
や
背
景
に
つ
い
て
の
先
生
の
説
明
が
大

変
興
味
深
く
楽
し
く
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。

・
当
時
の
地
士
の
考
え
方
が
想
像
で
き
て
良

か
っ
た
。又
、当
時
の
人
々
の
価
値
観
も
分
か
っ

て
き
た
。
古
文
書
を
通
し
、
郷
土
の
歴
史
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
て
、有
意
義
な
講
座
だ
っ
た
。

・
歴
史
の
背
景
を
知

る
こ
と
で
古
文
書

の
意
味
が
取
れ
る

ん
だ
と
思
っ
た
。

・
高
野
山
に
つ
い
て

の
新
し
い
知
識
が

習
得
で
き
大
変
興

味
深
く
受
講
で
き

ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
度　

歴
史
講
座

　

地
域
の
中
の
「
偉
人
」
顕
彰

︱
「
勤
王
の
志
士
」
森も
り

田た

節せ
っ

斎さ
い

を
め
ぐ
る
地
域
の
人
び
と
︱

�

10
月
17
日
（
火
）

1
㎢
の
場
所
の
歴
史
か
ら
分
か

る
こ
と

︱
切
目
川
河
口
を
事
例
と
し
て
︱

�

10
月
24
日
（
火
）

西
行
と
和
歌
山

�

10
月
31
日
（
火
）

第
１
回

第
２
回

第
３
回

平
成
二
十
九
年
度　

古
文
書
講
座
Ⅱ

差
し
紙
に
付
き
間
違
い
無
き
様

�

11
月
21
日
（
火
）

取
込
み
中
、間ま

ま々

間
違
い
こ
れ
有
り

�

11
月
28
日
（
火
）

 

例
え
罷
り
出
で
候
事
に
候そ
う
らえ
ど
も

�

12
月
5
日
（
火
）

都
合
次
第
病
人
に
仕
立
て

�

12
月
12
日
（
火
）

御お

年ね
ん

預よ

代だ
い

様さ
ま

御
披
露

�

12
月
19
日
（
火
）

第
１
回

第
２
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

入
門

初
級
・
中
級

高
野
山
寺
領
地
士
北
家
文
書
（
下
）
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紀
州
藩
大
奥
、
御
簾
中
（
藩
主
の
正
室
）
の

装
い
は
、
正
月
に
は
数
々
の
祝
い
の
儀
式
に
臨

む
た
め
、
格
式
を
重
ん
じ
た
伝
統
的
な
有
職
文

様
が
織
り
込
ま
れ
た
「
袿う
ち
ぎ」

を
お
召
し
に
な
り
、

髪
に
は
「
長
か
も
じ
」
を
か
け
、
背
に
長
く
垂た

ら
す
「
お
す
べ
ら
か
し
」
と
い
う
公
家
風
の
装

い
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
長
寿
や
健
康
を
祝
う

五
節
句
や
、
毎
月
定
日
の
式
日
な
ど
に
は
、
祝

意
を
表
す
た
め
、
菊
と
蘭
の
地
紋
が
織
り
込
ま

れ
た
「
菊き
く

綸り
ん

子ず

」
と
呼
ば
れ
る
生
地
に
梅
や

橘
、
沙さ

綾や

形が
た

な
ど
め
で
た
い
模
様
が
刺
繍
さ
れ

た
打
掛
を
は
お
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
髪
型

は
、
頭
頂
部
で
一
つ
に
ま
と
め
て
背
中
に
流
し

た
「
御
下
げ
髪
」
で
す
。

大
奥
で
は
正
月
の
儀
式
の
み
な
ら
ず
、
五
節

句
・
式
日
な
ど
の
「
御
式
」
に
臨
席
す
る
時
、

ま
た
参
殿
の
者
に
引
見
す
る
と
き
は
、
必
ず
定

め
と
お
り
の
正
装
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

こ
れ
が
「
平
日
」
に
な
れ
ば
、
堅
苦
し
さ
も

ず
い
ぶ
ん
和
ら
ぎ
、
動
作
の
た
び
に
煩
わ
さ
れ

て
い
た
「
御
下
げ
髪
」
を
結
髪
に
し
て
過
ご
す

こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

写
真
1
～
3
は
平
日
の
御
簾
中
の
装
い
を
描

い
た
も
の
で
す
。「
元
服
後
」・「
半
元
服
」・「
元

服
前
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
姿
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。「
平
日
御
介
取
ハ
縞
物
被
為
召
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
打
掛
も
着
用
し
た
よ
う
で
す

が
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

着
物
に
御
帯
付
、
日
本
髪
の
姿
で
、
現
在
の

私
た
ち
に
も
、
馴
染
み
の
あ
る
装
い
で
す
。

御 

召
着
物
の
袖
は
、
元
服
前
と
半
元
服
の
と
き
は

振
袖
、
元
服
後
は
短
い
留
袖
と
な
り
ま
し
た
。

着
物
の
裾
は
、
後
ろ
に
長
く
裾
を
引
く
「
裾
引

き
」
に
着
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
儀
式
が

あ
る
日
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

模
様
は
「
縞し
ま

物
」・「
縞し
ま

縮ち
り

緬め
ん

」
な
ど
と
あ
る

こ
と
か
ら
主
に
縞
模
様
で
、
生
地
は
高
級
な
絹

織
物
で
あ
る
縮
緬
を
着
用
し
て
い
ま
し
た
。

帯
は
ど
れ
も
「
矢
の
字
結
び
」
に
締
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
生
地
は
綾
織
や
琥こ

珀は
く

織お
り

な
ど
で
、

こ
れ
も
着
物
の
生
地
同
様
に
高
級
絹
織
物
の
一

種
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
「
御
簾
中
様
」
は
絹
織
物
を
、
正
月

や
特
別
な
儀
式
の
時
だ
け
で
な
く
、
平
日
に
も

着
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

髪 

型
式
日
と
平
日
の
装
い
の
違
い
は
、
髪
型
に
顕

著
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

髪
型
は
、「
御
式
日
」
に

は
「
御
下
げ
髪
」
で
し
た
が
、

平
日
に
は
日
本
髪
に
結
い
上

げ
ま
し
た
。

写
真
2
の
髪
型
は
「
高
島

田
」
で
す
。
元
服
前
の
髪

型
で
、
束
ね
た
根
を
高
い
位

置
で
結
び
、
髷ま
げ

を
折
り
返
し

て
真
ん
中
を
元
結
で
結
び
ま

す
。
最
も
高
い
位
置
で
結
っ

た
も
の
を
「
文ぶ
ん

金き
ん

高
島
田
」

と
言
い
、
現
在
で
は
和
装
の

花
嫁
が
結
う
髪
型
の
定
番
と

な
っ
て
い
ま
す
。

写
真
3
に
は
「
吹
き
輪
」
と
い
う
髪
型
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
束
ね
た
髪
を
幅
広
に
し
、
上

に
も
っ
て
行
き
、
輪
の
よ
う
に
し
て
頭
の
中
心

の
位
置
で
笄
こ
う
が
いに

巻
き
付
け
て
留
め
ま
す
。
こ
の

髪
型
は
、
お
歯
黒
は
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
眉

は
残
し
た
半
元
服
の
時
期
の
結
い
方
で
す
。

と
こ
ろ
で
写
真
1
の
元
服
後
、
平
日
の
装
い

の
図
に
は
髪
型
に
つ
い
て
、
結
い
方
や
名
称
と

い
っ
た
も
の
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
見
す

れ
ば
吹
き
輪
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
輪
の

部
分
の
幅
が
少
し
細
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

そ
こ
で
『
南
紀
徳
川
史
』
16
冊
の
奥
女
中
の

髪
型
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
「
女
中
髪
様
」
の
箇

所
を
み
る
と
、「
下さ

げ
し
た
地
」
と
い
う
結
髪

が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
説
明
に
は

下
げ
し
た
地

�
�

老
女
初
下
げ
髪
の
節
昼
後
着
替
へ
後
此

髪
に
な
す　

着
替
へ
な
し
て
下
け
髪
に

居
ら
れ
ぬ
ゆ
へ
也　

御
簾
中
様
に
も
御

召
替
後
は
御
同
様
の
よ
し

描
か
れ
た

　
　
紀
州
藩
大
奥
の
装
い
　
そ
の
三 

〜
平
日
の
装
い
〜



第 51号（平成 30年 3月発行）

写真3　半元服、平日の装い

写真4　笄
こうがい

差
さし

込
こみ

和歌山県立文書館だより

7

と
あ
り
、
老
女
は
じ
め
（
側
近
の
者
）
は
「
下

げ
髪
の
節
」
つ
ま
り
、（
午
前
中
に
行
わ
れ
る
）

儀
式
に
出
席
す
る
た
め
に
下
げ
髪
に
し
て
い
た

時
は
、
昼
後
の
御
召
替
え
以
後
は
、
こ
の
髪
型

（
下
げ
下
地
）
に
結
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
側
近
だ
け
で
は
な
く
「
御

簾
中
様
に
も
御
召
替
え
後
は
御
同
様
」
で
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
1
の
説
明
に
、

「
平
日
御
服　

御
元
服
後
、
但
昼
よ
り
御
召
替

の
後
服
」
と
の
記
述
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

元
服
後
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
髪
型
は
「
下
げ

下
地
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

「
下
げ
下
地
」は
、束
ね
た
髪
を
下
へ
向
か
っ

て
輪
を
作
り
、
毛
先
を
笄
に
巻
き
つ
け
て
留
め

ま
す
。
こ
の
髪
型
は
下
げ
下
地
と
い
う
名
称
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
下
げ
髪
の
下
地
と

い
う
意
味
で
、
笄
を
抜
け
ば
す
ぐ
に
長
か
も
じ

を
掛
け
て
下
げ
髪
に
で
き
る
髪
型
で
し
た
。

ま
た
「
着
替
を
し
た
後
は
下
げ
髪
で
は
い
ら

れ
な
い
の
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
式
日
で

も
、
儀
式
の
終
わ
っ
た
後
は
、
平
日
の
着
物
姿

に
着
替
え
、
髪
も
、
御
下
げ
髪
か
ら
下
げ
下
地

の
結
髪
に
し
て
す
ご
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

や
は
り
、
式
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
都
度
そ
の

都
度
、
結
い
な
お
す
の
は
相
当
な
手
間
と
時
間

が
か
か
り
、
面
倒
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。
大
奥
ら
し
い
合
理
性
が
垣
間
見

え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
平
日
に
は
結
髪
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
笄
が
使

わ
れ
ま
し
た
。

笄
と
は
、
髪
を

巻
き
付
け
て
、
ま

と
め
上
げ
る
た
め

に
使
う
結
髪
の
た

め
の
道
具
で
す
。

棒
状
の
形
で
、
真

ん
中
が
す
こ
し
細

く
な
っ
て
い
ま

す
。
素
材
は
鼈べ
っ

甲こ
う

が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

先
述
の
「
女
中
髪
様
」
に
よ
る
と
、

�
�

笄
に
片
花
差
し
込
を
用
ゆ
る
は
、
御
簾

中
様
并
に
御
側
使
の
女
中
の
み
と
い
う

と
あ
り
、
笄
の
片
方
に
は
御
簾
中
と
そ
の
側
近

の
奥
女
中
の
み
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
た
「
差

込
」（
写
真
4
）
と
い
う
飾
り
を
つ
け
ま
し
た
。

差
込
も
鼈
甲
細
工
で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、「
模

様
色
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
竹
の
葉
に
小
鳥
が

遊
ぶ
様
が
彫
刻
さ
れ
た
も
の
や
、
ツ
バ
メ
に
黒

鼈
甲
を
使
っ
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
細
工

の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

差
込
に
は
、図
柄
や
大
き
さ
な
ど
定
ま
り
が
無

か
っ
た
よ
う
で
、ま
た
、元
服
前
で
あ
る
と
か
、後

で
あ
る
か
等
の
区
別
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、好

み
に
合
っ
た
も
の
や
、日
々
の
気
分
な
ど
で
選
ぶ

こ
と
が
で
き
る
、数
少
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

御
簾
中
様
の
平
日

さ
て
、
御
簾
中
に
と
っ
て
の
「
平
日
」
と
は

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
南
紀
徳
川
史
』
14
冊
に
「
御
簾
中
様
年

中
御
作
法
」
い
う
項
目
が
あ
り
ま
す
。「
此
記

は
年
久
し
く
奉
仕
の
女
中

某
が
記
憶
の
旨

を
記
し
た
る
も

の
」
と
い
う
断

り
書
き
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の

記
述
か
ら
概
ね

御
簾
中
の
年
間

を
通
し
て
の
行

事
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
こ
に
は
、

正
月
三
が
日
・

節
句
・
式
日
そ
し
て
平
日
の
別
が
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
日
の
行
事
に
則
し
た
装
い
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
因ち
な

み
に
、
平
日
が
あ
る
な
ら
休
日

も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、

御
簾
中
に
は
今
の
私
達
が
過
ご
す
よ
う
な
、
仕

事
や
学
校
が
休
み
と
い
う
よ
う
な
休
日
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

月
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
は
あ
り
ま
す
が
、
年

が
改
ま
る
一
月
が
最
も
忙
し
い
時
期
で
し
た
。

正
月
三
が
日
を
過
ぎ
て
も
儀
式
は
続
き
ま

す
。
四
日
は
「
式
日
」
で
五
日
は
「
節
句
」、

六
日
は
御
座
の
間
や
御
対
面
所
に
お
出
ま
し
に

な
っ
て
家
臣
の
礼
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
間
、

ず
っ
と
髪
は
儀
式
用
の
「
下
げ
髪
」
で
定
め
通

り
の
袿
や
打
掛
姿
で
す
。
こ
れ
に
続
く
七
日
は

五
節
句
の
ひ
と
つ
で
あ
る
人
日
（
若
菜
）
で
す
。

七
草
の
御
祝
い
が
終
わ
る
と
、
八
日
・
九
日
・

十
日
と
な
っ
て
よ
う
や
く
儀
式
の
な
い
と
き
、

つ
ま
り
「
平
日
」
と
な
り
ま
し
た
。

御
簾
中
の
平
日
の
装
い
は
、
儀
式
が
あ
る
日

と
同
様
に
、「
平
日
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
装

い
が
あ
り
ま
し
た
。
儀
式
が
な
い
か
ら
と
言
っ

て
自
由
に
装
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。

た
だ
、
そ
の
定
め
は
、「
式
日
」
に
比
べ
れ
ば
、

少
し
は
、
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
帯

な
ど
で
も
「
御
召
に
う
つ
り
よ
き
を
御
用
」（
写

真
3
）と
な
っ
て
い
た
り
、笄
に
使
う「
差
込
」も
、

こ
れ
と
言
っ
た
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

式
日
の
装
い
は
、「
御
簾
中
」
と
し
て
の
格

式
を
重
ん
じ
る
た
め
に
、多
く
の
規
定
が
あ
り
、

絢
爛
豪
華
な
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
選
択

の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
平

日
の
装
い
の
ほ
う
が
、
自
分
に
合
う
も
の
を
選

ぶ
「
自
由
」
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。�

（
松
島　

由
佳
）
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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
51
号

平
成
30
年
3
月
31
日　

発　
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編
集
・
発
行　
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歌
山
県
立
文
書
館
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一

－

〇
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五
一
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丁
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－
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八

�　
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〇
七
三
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ウ
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『
古
文
書
徹
底
解
釈

紀
州
の
歴
史

第
五
集
』
の
刊
行

大
変
御
好
評
い
た
だ
い
て
い
る
『
古
文
書
徹

底
解
釈　

紀
州
の
歴
史
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
文
書

館
の
古
文
書
講
座
で
取
り
上
げ
た
古
文
書
の
写

真
に
、
詳
細
な
解
説
・
釈
文
（
解
読
）・
読
み

下
し
文
・
文
意
例
（
現
代
語
訳
）
を
加
え
た
本

で
す
。
古
文
書
の
用
語
や
語
法
は
も
ち
ろ
ん
、

原
文
の
用
語
間
違
い
や
文
章
力
の
巧
拙
も
解
説

し
、
文
意
を
徹
底
的
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
度
発
行
の
第
五
集
は
、「
表
お
も
て

方か
た

願
い
出い

で
候
そ
う
ろ
う

節
は
彼か
れ

是こ
れ

面め
ん

倒ど
う

」
と
題
し
、

文
書
館
寄
託
『
岡
本
家
文
書
』
か
ら
、
江
戸
時

代
、
高
野
山
寺
領
で
あ
っ
た
那
賀
郡
神こ
う

野の

組
福

田
村
の
岡
本
氏
が
、
高
野
山
か
ら
命
じ
ら
れ
て

各
種
揉
め
事
の
処
理
を
し
た
過
程
で
作
成
・
取

得
し
た
古
文
書
を
取
り
上
げ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
支
配
違
い
で
あ
る
紀
州
藩
領
と

の
揉
め
事
で
は
、
紀
州
藩
側
は
明
ら
か
に
高
野

山
寺
領
を
見
下
し
た
態
度
を
と
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
高
野
山
寺
領
の
領
民
も
、
揉
め
事
の
処

理
を
村
役
人
を
飛
び
越
え
て
直
接
寺
領
役
人

（
寺
）
に
依
頼
す
る
な
ど
、
紀
州
藩
で
は
あ
り

得
な
い
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
き
ま
す
。

対
す
る
高
野
山
の
基
本
ス
タ
ン
ス
は
、「
表

方
（
＝
幕
府
）
願
い
出
で
候
節
は
彼
是
面
倒
」

だ
か
ら
と
に
か
く
そ
れ
を
回
避
し
ろ
、
で
、
岡

本
氏
に
処
理
を
命
じ
る
の
で
し
た
。
こ
う
し
た

事
例
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
高
野
山
寺
領
の
脆

弱
な
統
治
の
実
態
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。

＊�

『
古
文
書
徹
底
解
釈　

紀
州
の
歴
史　

第
五

集
』
は
、
残
部
が
あ
る
限
り
文
書
館
閲
覧
室

で
お
配
り
し
ま
す
。
ま
た
、
同
シ
リ
ー
ズ
は

全
巻
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

紀
要
第
二
十
号
の
刊
行

・
砂
川
佳
子
「
資
料
紹
介
『
紀
州
家
中
系
譜
並

に
親
類
書
書
上
げ
』
に
お
け
る
紀
州
藩
付
家
老

安
藤
家
家
臣
団
の
「
先
祖
書
」
に
つ
い
て
」

当
館
蔵
『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上

げ
』（『
家
譜
』）
の
中
に
な
ぜ
か
紛
れ
込
ん
で

い
る
、
田
辺
安
藤
家
家
臣
の
「
先
祖
書
」
を
紹

介
し
、
同
家
家
臣
団
研
究
の
一
助
と
し
ま
す
。

・
砂
川
佳
子
「
田
辺
安
藤
家
御
茶
道
羽
山
家
の

歴
代
に
つ
い
て
」

『
家
譜
』
の
中
に
は
、安
藤
家
の
「
御
茶
道
」

で
あ
る
羽
山
家
の
「
先
祖
書
」
も
あ
り
ま
し
た
。

「
先
祖
書
」
を
中
心
に
、
羽
山
家
の
職
務
や

表
千
家
と
の
関
係
な
ど
を
み
て
い
き
ま
す
。

・
松
島
由
佳
「「
附
込
帳
」
に
み
る
奥
女
中
の

役
替
に
つ
い
て　

そ
の
5
」

当
館
蔵
「
附つ
け

込こ
み

帳ち
よ
う」

よ
り
、
今
回
は
嘉
永
二

年
（
一
八
四
九
）
か
ら
同
六
年
ま
で
の
「
女
中
」

項
目
を
翻
刻
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
紀
州
徳
川
家
第
十
二
代
藩
主
斉な
り

彊か
つ

の

御
付
女
中
の
人
数
・
構
成
を
明
ら
か
に
し
、
前

藩
主
斉な
り

順ゆ
き

か
ら
引
き
継
い
だ
女
中
団
が
ど
の
よ

う
に
再
編
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
ま
す
。

嘉
永
五
年
十
二
月
に
は
、
隠
居
後
も
長
く
権

勢
を
誇
っ
た
第
十
代
治は
る

宝と
み

が
死
去
し
ま
す
。
こ

の
時
の
「
御
片
付
」
に
よ
り
、
隠
居
の
立
場
と

な
っ
て
い
た
治
宝
に
、
ど
の
様
な
女
中
集
団
が

形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
今
回
、
初
め
て
明
ら

か
に
な
り
ま
す
。

・
藤
隆
宏
「
平
成
二
十
七
・
二
十
八
年
度
の
民

間
所
在
資
料
保
存
状
況
調
査
に
つ
い
て
」

日
高
郡
由
良
町
・
印
南
町
、
西
牟
婁
郡
す
さ

み
町
及
び
東
牟
婁
郡
太
地
町
・
串
本
町
で
実
施

し
た
共
同
調
査
「
災
害
の
記
憶
」
事
業
か
ら
の

成
果
を
報
告
し
ま
す
。
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