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「御城内惣御絵図」（部分、和歌山県立図書館蔵）
和歌山城内は、天守、西の丸、二の丸のほか、砂の丸・御蔵丸などにわかれていた。

茶道具類を収めた「御数寄蔵」も城内のどこかにあったと考えられる。
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和
歌
山
城
再
建
六
十
周
年

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
七
月
九
日
、
空

襲
に
よ
り
和
歌
山
城
天
守
閣
を
は
じ
め
、
和

歌
山
の
城
下
町
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
今
年
は
、
和
歌
山
城
が
昭
和
三
十
三

（
一
九
五
八
）
に
再
建
さ
れ
て
か
ら
、
六
十
周

年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
を
記
念
し
て
、「
和
歌
山
城
と
茶
の
湯
」

を
テ
ー
マ
に
、
茶
の
湯
を
通
じ
た
江
戸
時
代
の

和
歌
山
城
と
藩
士
の
仕
事
に
つ
い
て
、
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

わ
れ
た
、
売
立
の
際
に
作
成
さ
れ
た
目
録
か
ら
、

紀
州
徳
川
家
伝
来
の
道
具
類
が
ど
ん
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
あ
る
程
度
判
明
し
ま
す
。

　

茶
道
具
で
は
、
足
利
将
軍
家
が
所
蔵
し
た
東

山
御ご

物も
つ

、
徳
川
将
軍
家
が
所
蔵
し
た
柳り

ゅ
う

営え
い

御ぎ
ょ

物ぶ
つ

を
は
じ
め
、
松
江
藩
主
松
平
不
昧
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
大お
お

名め
い

物ぶ
つ

や
名
物
と
い
っ
た
茶
器
を
多

数
所
持
し
て
い
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
表
千

家
が
紀
州
藩
に
召
出
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た

時
に
、
表
千
家
か
ら
献
上
し
た
茶
道
具
が
あ
り

ま
す
（
当
館
蔵
「
系
譜
」
七
五
六
六
）。
利
休

の
師
と
擬
せ
ら
れ
る
紹
鴎
の
作
っ
た
茶
杓
銘
あ

さ
ぢ
と
利
休
が
所
持
し
て
い
た
水
飜
銘
大
脇
指

な
ど
を
所
蔵
し
て
い
ま
し
た
（
写
真
７
）。

　
道
具
類
の
維
持
管
理

　

こ
の
よ
う
な
道
具
類
の
維
持
管
理
を
、
御
数

寄
屋
頭
と
そ
の
配
下
の
御
数
寄
屋
坊
主
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ト
ナ
ム
製
の
陶
器
）
な
ど
、
京
都
の
表
千
家
か

ら
紀
州
へ
道
具
を
持
参
し
て
の
茶
会
で
し
た
。

　

た
だ
し
、
釜
と
水み
ず

飜こ
ぼ
し

（
建け

ん

水す
い

、
不
要
に
な
っ

た
湯
水
を
捨
て
る
容
器
）
は
、
紀
州
藩
所
蔵
の

道
也
作
で
小
型
の
万も

代ず

屋や

釜
、カ
ネ
（
金
属
製
）

の
建
水
を
拝
借
し
て
い
ま
す
。
了
々
斎
が
自
前

で
用
意
し
た
も
の
で
は
な
く
、
紀
州
藩
側
の
設

備
や
道
具
を
利
用
し
た
場
合
、「
御
床
」・「
御

釜
」
あ
る
い
は
「
御
水
飜
」
の
よ
う
に
、「
御
」

字
を
付
け
て
区
別
し
て
い
ま
す
。

紀
州
徳
川
家
伝
来
道
具

　

紀
州
徳
川
家
で
は
、
釜
や
水
飜
以
外
に
も
、

多
く
の
茶
道
具
や
絵
画
・
墨
蹟
・
刀
剣
・
甲
冑

な
ど
の
美
術
工
芸
品
を
所
蔵
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
館
に
は
、
紀
州
藩
の
藩
政
史
料
の
一
部
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
中
に

「
蔵
帳
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
什
物
管
理
台
帳

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
昭
和
二
年（
一
九

二
七
）、
同
八
・
九
年
（
一
九
三
三
・
三
四
）
に
行

和
歌
山
城
と
茶
の
湯

　

紀
州
藩
に
は
、
茶
の
湯
を
仕
事
と
す
る
「
御お

数す

寄き

屋や

頭が
し
ら」
と
い
う
役
職
が
あ
り
、
千
利
休
の

子
孫
で
あ
る
千
宗
左
（
表
千
家
）
の
ほ
か
、
中

野
・
千せ
ん

賀が

・
川
合
・
室む

ろ

、
の
ち
に
住
山
と
い
う

家
が
代
々
役
を
勤
め
ま
し
た
。
御
数
寄
屋
頭
は
、

部
屋
の
調
度
や
藩
主
へ
の
献
茶
、
参
勤
交
代
で

の
随
行
な
ど
が
仕
事
で
す
。

　

和
歌
山
城
内
は
、
藩
主
が
風
雅
を
楽
し
ん
だ

西
の
丸
と
妻
子
の
居
住
す
る
二
の
丸
に
わ
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
御
数
寄
屋
（
茶
室
）
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
１
・
４
）
。

　

西
の
丸
の
御
数
寄
屋
で
は
、
亥
年
（
文
化

十
二
、一
八
一
五
）
十
月
十
一
日
に
茶
会
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
（
写
真

２
）。
こ
こ
に
は
客
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
城
内
で
の
茶
会
で
す
か
ら
、
当
然

藩
主
で
み
ず
か
ら
表
千
家
の
茶
の
湯
を
嗜
ん
で

い
た
、
徳
川
治は
る

宝と
み

が
臨
席

し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
日
付
か
ら
口
切

の
茶
会
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
口
切
と
い
う

の
は
、
そ
の
年
摘
ん
だ
新

茶
を
茶
壷
に
封
印
し
て

保
管
・
熟
成
さ
せ
て
お
き
、

秋
頃
に
茶
壷
の
口
を
切
っ

て
飲
む
こ
と
で
す
。

　

こ
の
日
は
、
表
千
家
九

代
了り
ょ
う

々り
ょ
う

斎さ
い

が
亭
主
で
、
床

の
間
に
沢
庵
和
尚
の
師

一
凍
和
尚
の
掛
軸
を
用
い
、

花
入
は
表
千
家
初
代
の
江こ
う

岑し
ん

に
よ
る
舟
型
で
銘
長
生

丸
を
、
茶
碗
は
安
南
（
ベ

写真１
「和歌山城西の丸図」（和歌山城整備企画課蔵）
現在、紅松庵の建つ付近に御数寄屋があった。

右下に突き出ているのが鳶魚閣。

写真２　「了々斎会記」
『紀州徳川家蔵品展観目録』（部分）より

（当館蔵）

写真３　葵紋入長持
貼紙に「御数寄□□（道具）御数寄屋頭預」とある。

（和歌山城整備企画課蔵）

紀
州
茶
の
湯
さ
ん
ぽ

和
歌
山
城
再
建
六
十
周
年
記
念

―

和
歌
山
城
編―
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そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
和
歌
山
城
で
展

示
さ
れ
て
い
る
長
持
で
す
（
写
真
３
）。
こ
の

長
持
に
は
、「
御
数
寄
□（
道
具
）□
御
数
寄
屋
頭
預
」

と
書
か
れ
た
貼
紙
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
ま
ご
ま
と
し
た
茶
道
具
な
ど
を
ま
と
め
て
収

納
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。　

　

長
持
は
保
管
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
万
が
一

火
災
が
発
生
し
避
難
さ
せ
る
場
合
、
一
度
に
多

く
持
ち
運
べ
る
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
し
た
。

鳥
取
藩
で
は
、
所
蔵
道
具
の
グ
ル
ー
プ
分
け
と

ラ
ン
ク
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
番
に
「
御

持
出
し
」
と
し
て
、
家
康
・
家
光
の
書
や
茶
入
・

茶
壺
等
、
緊
急
の
際
は
一
番
に
避
難
さ
せ
る
べ

き
道
具
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

紀
州
徳
川
家
で
も
由
緒
や
権
威
を
象
徴
す
る

品
物
や
「
駿
府
御お

分わ
け

物も
の

」
と
い
わ
れ
る
、
家
康

の
形
見
分
け
の
品
な
ど
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
す
。

火
事
の
時
は

　

長
持
以
外
に
も
、
紀
州
藩
で
は
火
災
に
備
え

た
対
策
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

御
殿
内
の
敷
地
に
設
け
ら
れ
た
「
穴
蔵
」
で
す
。

西
の
丸
・
二
の
丸
の
御
殿
が
描
か
れ
た
絵
図
を

業
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

橋
本
源
十
郎
は
、
城
の
警
備
を
担
当
す
る
大

番
組
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
火
災
時
の
対
応
を
命

じ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
表
千
家
と
後
ろ
隣
り
で

あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
つ
い
つ
い
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

道
具
類
の
そ
の
後

　　

こ
う
し
て
、
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
道
具

類
で
し
た
が
、
昭
和
二
年
に
売
払
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
前
述
し
た
茶
杓
銘
あ
さ
ぢ
と

利
休
が
所
持
し
て
い
た
水
飜
銘
大
脇
指
（
写
真

７
）
も
出
品
、
い
ず
れ
も
落
札
さ
れ
、
現
在
茶

杓
は
個
人
蔵
、
大
脇
指
は
大
阪
の
湯
木
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
砂
川
佳
子
）

＊
参
考
文
献
＊

　

山
下
真
由
美
「『
御
国
残
り
御
道
具
帳
』
翻
刻
」『
鳥

取
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
52
・
53
号　

二
〇
一
六
年

　

髙
橋
克
伸
「
紀
州
藩
主
屋
敷
の
景
観
―
文
献
に
み

る
二
之
丸
大
奥
の
穴
蔵
に
つ
い
て
―
」
『
和
歌
山
城

と
城
下
町
の
風
景　

資
料
集
』
二
〇
一
五
年

　

三
尾
功
「
表
千
家
の
和
歌
山
屋
敷
に
つ
い
て
」
木
国

文
化
財
協
会
発
行
『
木
の
国
』
27
号　

二
〇
〇
一
年

ふ
た
り
が
表
千
家
に
師
事
し
た
と
あ
り
、
古
く

か
ら
交
流
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
橋
本
家
の
「
系
譜
」（
一
一
一
三
九
）
を
確

認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
五
代
目
源
十
郎
に
対
し

て
次
の
よ
う
な
命
が
下
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

一
元
文
四
己
未
年
五
月
廿
三
日

　
　
　

御
城
御
近
所
若
火
事
之
節

　
　
　

御
数
寄
蔵
江
罷
出
可
相
勤
旨
被

　
　
　

仰
付
候

　

つ
ま
り
、
御
城
の
近
所
で
も
し
火
災
が
発
生

し
た
ら
御
数
寄
蔵
へ
行
っ
て
勤
め
る
よ
う
仰
せ

付
け
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
文
の
お

か
げ
で
、
城
内
の
ど
こ
か
に
「
御
数
寄
蔵
」
の

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
表
紙
写
真
）。

　

ま
た
、
火
災
時
の
御
数
寄
蔵
で
の
勤
め
と
い

う
と
、
蔵
の
道
具
を
避
難
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

を
想
像
し
ま
す
が
、
緊
急
時
に
大
量
の
道
具
類

を
す
べ
て
安
全
に
移
送
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
不

可
能
で
す
。
一
般
に
は
、
火
災
が
起
こ
る
と
土

蔵
の
窓
と
扉
を
閉
め
、
隙
間
を
用
心
土
（
準
備

し
て
お
い
た
粘
土
）
で
塞
ぎ
、
蔵
の
内
部
に
火

が
入
ら
な
い
よ
う
目
塗
り
を
し
ま
し
た
（
写
真

６
）。
火
災
時
の
勤
め
と
は
、
こ
の
よ
う
な
作

見
る
と
、
敷
地
内
に
「
穴
蔵
」
と
書
か
れ
て
い

る
場
所
が
あ
り
ま
す
（
写
真
４
）。

　

こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
穴
蔵

は
恒
常
的
に
用
い
ら
れ
た
倉
庫
で
は
な
く
、
火

災
時
に
、
手
許
の
貴
重
品
や
調
度
と
し
て
使
用

し
て
い
る
も
の
を
緊
急
避
難
さ
せ
る
場
所
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

道
具
類
の
保
管
場
所

　

大
量
の
道
具
類
は
、
常
日
頃
ど
こ
で
ど
の
よ

う
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
よ
く

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
こ

と
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

御
数
寄
屋
頭
の
表
千
家
は
、
ふ
だ
ん
京
都
で

暮
ら
し
て
お
り
、
藩
で
の
御
用
を
勤
め
る
時
は

和
歌
山
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
知
行
取
の
藩

士
で
あ
り
な
が
ら
、
和
歌
山
の
城
下
町
に
拝
領

屋
敷
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
は
長
期
滞

在
時
に
不
便
な
た
め
、
三
木
町
の
町
人
地
の
一

角
に
屋
敷
を
構
え
て
い
ま
し
た
（
写
真
５
）。

　

そ
ん
な
表
千
家
の
後
ろ
隣
り
だ
っ
た
の
が
、

橋
本
家
で
す
。『
和
歌
山
史
要
』
に
よ
る
と
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
橋
本
宗
忠
・
元
安
の

写真４　二の丸の御数寄屋と穴蔵
「和歌山二ノ丸大奥当時御有姿之図」

（和歌山城整備企画課蔵）

写真５　「和歌山絵図」
（早川家文書45、当館蔵）

星印付近に表千家屋敷跡碑が建つ。

写真６「目黒行人坂火事絵巻」
国立国会図書館ウェブサイトより

写真７　黄瀬戸水飜銘大脇指
『紀州徳川家蔵品展観目録』（当館蔵）
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「
風
説
留
」
と
は

　

一
般
に
、
新
聞･

雑
誌
、
ラ
ジ
オ･

テ
レ
ビ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
、
そ
の
供
給
主
体
は
多
様

化
し
て
き
た
と
は
い
え
、
現
代
社
会
は
安
定
的

に
政
治
情
報
を
入
手
し
う
る
環
境
に
あ
り
ま
す
。

む
し
ろ
そ
の
氾
濫
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

通
信
手
段
や
印
刷
技
術
が
そ
れ
ほ
ど
発
達
し

て
い
な
い
江
戸
時
代
の
日
本
で
も
、
た
し
か
に

瓦
版･

読
売
に
よ
っ
て
天
変
地
異
や
珍
事
の
速

報
が
発
信
さ
れ
て
は
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

と
政
治
情
報
と
な
る
と
話
は
別
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
幕
藩
権
力
は
、
身
分
制
を
基
礎

と
す
る
秩
序
を
維
持
す
る
べ
く
、
百
姓･

町
人

（
民
衆
）
の
政
治
情
報
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス

を
認
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
治
情
報
は
あ

く
ま
で
支
配
権
力
が
与
え
る
も
の
だ
っ
た
わ
け

で
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
、
と
り

わ
け
ペ
リ
ー
来
航
時
の
日
本
で
は
、
民
衆
が
政

治
情
報
を
求
め
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
収

集
し
記
録
・
筆
写
し
て
冊
子
に
綴
り
、
さ
ら
に

そ
れ
を
回
覧
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
社
会
が
成

立
し
て
い
た
の
で
す
。
民
衆
が
情
報
を
書
き
留

め
た
そ
の
冊
子
こ
そ｢

風
説
留｣

と
い
わ
れ
る

も
の
で
す
。

　

風
説
留
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
よ
う
や
く
注

目
さ
れ
は
じ
め
、
現
在
で
も
全
国
各
地
で
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
紀
伊
国
日
高
郡

北
塩
屋
浦
（
現
御
坊
市
）
の
在
村
蘭
医
羽
山
大

学
（
一
八
〇
八
～
七
八
）
が
収
集
し
た
情
報
を

書
き
留
め
た｢

彗
星
夢
雑
誌｣

は
、
嘉
永
六
年

仁
法
親
王
へ｢

奉
仕｣

し
た
の
ち
に
帰
郷
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
確
た
る
時
期
は
定
か
で
あ
り
ま
せ

ん
が
、慶
福
が
藩
主
を
つ
と
め
て
い
る
時
期（
一

八
四
九
～
五
八
）
の
紀
州
徳
川
家
に｢

勤
仕｣

し
て
い
ま
す
。
三
郎
兵
衛
の
父
は
、
治
宝･

斉

順
治
世
期
の
紀
州
徳
川
家
に｢

勤
仕｣

し
た
り

園
部
村
の
庄
屋
を
担
っ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で

す
が
、
三
郎
兵
衛
は
兄
と
同
様
、
園
部
村
に
と

ど
ま
る
こ
と
を
選
ば
ず
、紀
州
徳
川
家
へ
の「
勤

仕｣

に
励
み
ま
す
。

　

三
郎
兵
衛
は
主
と
し
て
紀
州
徳
川
家
の
民
政

部
門
で
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
た
よ
う
で
、

安
政
期
（
一
八
五
四
～
六
〇
）
以
降
、
牟
婁･

海
士･

日
高
郡
の｢

郡
吏
職｣

、
す
な
わ
ち
代

官
所
の
役
人
と
し
て｢

奉
職｣

し
て
い
ま
す
。

　

平
時
で
あ
れ
ば
民
政
役
人
で
人
生
の
幕
を
閉

じ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
は
幕
末
と
い

う
動
乱
の
時
代
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、三

郎
兵
衛
は
人
生
の
大
き
な
転
機
を
迎
え
ま
す
。

　

尊
王
攘
夷
が
高
揚
し
て
い
た
こ
の
年
、
大
和

五
条
で
天
誅
組
が
挙
兵
、
そ
の
後
十
津
川
郷
に

移
り
、
南
山
各
地
で
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
紀
州
藩
は
そ
の
鎮
撫
に
あ
た
る

と
と
も
に
、
領
内
の
警
備
を
固
め
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
天
誅
組
の
変
に
際
し
三
郎
兵
衛
は
、
木
本

浦
に
置
か
れ
て
い
た
牟
婁
郡
奥
熊
野
の
代
官
所

陣
営
で｢

防
禦
陣
備
え
の
策
略｣

を
提
議
。
領

内
警
備
に
一
役
買
っ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
紀

州
藩
よ
り｢

感
賞
を
賜｣

っ
て
い
ま
す
。

　
『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
一
冊
に
収
め
ら
れ
て

い
る｢

紀
州
各
郡
地
士
姓
名｣

に
は
、｢

薗
部

三
郎
大
夫｣

な
る
人
物
が
「
文
久
三
亥
年
地
士

に
」
な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三

郎
大
夫
が
三
郎
兵
衛
の
誤
記
で
あ
れ
ば
、
そ

の
「
感
賞｣

が
地
士
へ
の
引
き
上
げ
（
実
際
は

三
郎
の
父
で
幕
末
維
新
を
壮
年
で
迎
え
た
三
郎

兵
衛
宗
昭
の
個
人
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

小
文
の
紹
介
す
る
風
説
留
は
、
三
郎
兵
衛
宗
昭

が
書
き
留
め
た
も
の
に
な
り
ま
す
（
写
真
１
）。

園
部
三
郎
兵
衛
宗
昭
の
履
歴

　

園
部
三
郎
兵
衛
宗
昭
は
、本
文
書
中
に
は「
三

郎｣

と
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
系

図
に
は｢

三
郎
兵
衛｣

と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

息
子
の
三
郎
と
区
別
す
る
た
め
に
も
、
小
文
で

は｢

三
郎
兵
衛｣

と
記
す
こ
と
に
し
ま
す
。

　

三
郎
兵
衛
が
生
ま
れ
た
園
部
家
は
百
姓
身
分

で
あ
り
な
が
ら
、
紀
州
徳
川
家
の
藩
祖
頼
宣
よ

り｢

旧
家
豪
族
之
賞｣

を
与
え
ら
れ
た
と
い
う

由
緒
を
有
す
る
家
柄
で
し
た
。
ま
た
代
々
の
当

主
は
、
庄
屋･

肝
煎
を
つ
と
め
地
域
運
営
を
担

う
一
方
、
紀
州
徳
川
家
や
安
藤
家･

水
野
家
に

｢
勤
仕｣

し
、
武
家
社
会
の
末
端
に
つ
ら
な
っ

て
も
い
た
の
で
す
。

　

三
郎
兵
衛
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
彦
九

郎
範
宗
の
次
男
と
し
て
生
を
受
け
ま
し
た
。
幼

名
は
右
馬
之
助
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）

一
三
歳
の
と
き
出
郷
、
高
野
山
安
楽
院
に
て
勉

学
に
励
み
、
真
言
宗
つ
な
が
り
で
仁
和
寺
宮
済

（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
ま
で
幕
末
維
新
政

治
過
程
の
全
時
期
を
カ
バ
ー
し
、
冊
数
に
し
て

全
一
〇
九
冊
（
う
ち
二
冊
欠
）
に
も
の
ぼ
る
大

部
な
も
の
で
、
風
説
留
の
白
眉
と
い
え
る
貴
重

な
史
料
に
な
っ
て
い
ま
す
（
中
川
木
材
産
業
所

蔵
）。

｢

紀
伊
国
名
草
郡
薗
部
村
園
部
家
文
書｣

　

も
っ
と
も
、
風
説
留
の
事
例
は
十
分
と
い
え

る
ほ
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る｢

園
部
家

文
書｣

の
整
理
の
一
環
と
し
て
、
東
京
立
川

に
あ
る
国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
蔵
に
な
る

「
紀
伊
国
名
草
郡
薗
部
村
園
部
家
文
書｣

（
以
下
、

本
文
書
）
を
調
査
し
た
結
果
、
こ
ち
ら
の
ほ
う

に
風
説
留
が
数
冊
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発

見
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
小
文
で
は
、
そ
の
風
説

留
と
そ
れ
を
書
き
留
め
た
人
物
に
つ
い
て
紹
介

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

本
文
書
は
、
明
治
前
期
に
区
長
や
県
会
議
員

を
つ
と
め
た
の
ち
、
県
会
議
長
と
し
て
和
歌
山

県
政
界
で
重
要
な
役
割
に
担
っ
た
園
部
三
郎

（
一
八
五
三
～
九
三
）
を
輩
出
し
た
家
に
伝
来

し
た
も
の
で
す
。
こ
の
園
部
家
は
、
当
館
寄
託

史
料
の｢

園
部
家
文
書｣

を
蔵
す
る
園
部
家
と

姻
戚
関
係
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
別
の
家
で
す
。

両
家
に
伝
わ
る
文
書
群
は
、
い
ず
れ
も
紀
ノ
川

下
流
域
の
和
歌
山
市
郊
外
に
あ
た
る
旧
名
草
郡

や
有
功
地
区
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で

非
常
に
重
要
な
史
料
で
す
。

　

地
方
文
書
を
中
心
と
す
る
本
文
書
の
な
か
に
、

政
治
情
報
を
も
と
め
る
幕
末
の
民
衆 ―

紀
州
園
部
の
「
風
説
留
」―

写真１
風説留「異船渡来幕府瓦解萌」
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地
士
株
の
買
い
取
り
？
）
だ
っ
た
可
能
性
は
あ

り
ま
す
。
天
誅
組
の
変
と
い
う
有
事
を
通
じ
て
、

三
郎
兵
衛
の
園
部
家
は｢

旧
家
豪
族｣

か
ら
地

士
に
身
分
上
昇
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

翌
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
か
ら
は｢

朝
敵
」

長
州
藩
を｢

征
討｣
す
る
戦
争
（
幕
長
戦
争
）

が
始
ま
り
、
三
郎
兵
衛
も
こ
れ
に
深
く
関
与
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
一
次
幕
長
戦
争
に

「
小
荷
駄
方
総
督｣

（
輜
重
隊
長
）
と
し
て
出
陣
。

征
長
軍
の
解
兵
に
際
し
三
郎
兵
衛
は｢
俸
禄
奉

還
帰
耕｣

を
願
い
出
て
、園
部
村
に
戻
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
第
二
次
幕

長
戦
争
の
開
戦
に
あ
た
り
、
三
郎
兵
衛
は
紀
州

藩
よ
り｢

報
国
尽
力
こ
れ
有
る
べ
き
旨
公
命
を

拝
し｣

て｢

遊
撃
隊
取
締｣

（
紀
州
藩
の
正
規

兵
に
編
入
さ
れ
た
農
兵
部
隊
の
幹
部
）
と
し
て

出
陣
。
幕
府
軍
の
大
敗
北
で
終
戦
す
る
も
、
帰

藩
し
た
際
に
は｢

芸
術
出
精｣

と
し
て｢

年
々

銀
五
枚｣

の｢

褒
賞｣

が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

三
郎
兵
衛
の
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
す
。

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に
こ
の
世
を
去
る

ま
で
、
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

｢

異
船
渡
来
幕
府
瓦
解
萌｣

の
内
容

　

以
上
の
よ
う
な
履
歴
か
ら
、
三
郎
兵
衛
は
武

家
社
会
の
一
員
に
列
す
る
志
を
有
し
て
お
り
、

政
治
意
識
も
高
か
っ
た
人
物
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ
と
自
分
で
調
べ
て
は

記
録
し
冊
子
体
に
ま
と
め
た
も
の
の
一
部
が
本

文
書
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
年

紀
を
も
つ｢

御
領
分
記｣

な
る
簿
冊
は
、
三

郎
兵
衛
が
代
官
所
役
人
時
代
に
紀
州
藩
の
検

　

ま
た
、
駐
日
外
交
官
同
士
の
往
復
文
書
な
ど

の
写
し
（
邦
訳
）
も
見
ら
れ
ま
す
。
な
か
に
は
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
全
国
的
に
流
布
し

た
「
亜
魯
英
仏
盟
約
之
和
解
」
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
（
写
真
３
）。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ･

ロ

シ
ア･

イ
ギ
リ
ス･

フ
ラ
ン
ス
が
共
同
し
て
日

本
を
分
割
占
領
し
よ
う
と
交
わ
し
た
密
約
の
邦

訳
版
と
い
う
体
で
出
ま
わ
っ
た
偽
文
書
で
、
日

本
人
の
攘
夷
意
識
を
煽
る
た
め
に
国
内
で
作
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
欧
米
列
強
の
対
日
方
針
や
戦
略
に
か
か
わ

る
情
報
が
積
極
的
に
集
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
極
め
つ
け
は
、
三
郎
兵
衛
が
時
期
を

遡
っ
て
対
外
関
係
に
か
ら
む
情
報
を
収
集
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
大
き
く
二
点
に
分
け

ら
れ
ま
す
が
、
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
や
ロ
シ
ア
に

流
れ
着
い
た
日
本
人
の｢

漂
流
記｣

。
も
う
一

つ
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
四
）
の
ロ
シ
ア
使
節

レ
ザ
ノ
フ
長
崎
来
航
と
、
同
五
年
六
年
の
フ

ヴ
ォ
ト
フ
樺
太･

択
捉
襲
撃
に
関
す
る｢

文
化

三
丙
寅
魯
西
亜
国
松
前
騒
動
聞
書
写｣

で
す
。

　

ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
日
本
の
国
家
意
識
や
対

外
的
危
機
感
を
強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た

三
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
幕
末
維
新
期

の
対
外
問
題
の
淵
源
や
系
譜
を
辿
ろ
う
と
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
（
平
良　

聡
弘
）

《
参
考
文
献
》

・
宮
地
正
人
『
幕
末
維
新
期
の
社
会
的
政
治
史
研
究
』

　
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

・
岩
田
み
ゆ
き
『
幕
末
の
情
報
と
社
会
変
革
』（
吉
川

　

弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）

・
落
合
延
孝
『
幕
末
民
衆
の
情
報
世
界
』（
有
志
舎
、

　

二
〇
〇
六
年
）

・
平
良
聡
弘｢

幕
末
動
乱
の
な
か
の
八
木｣

（『
図
説

　

丹
波
八
木
の
歴
史
』
三
巻
、南
丹
市
、二
〇
一
三
年
）

　

一
般
に
風
説
留
に
は
、
そ
の
情
報
を
い
つ
、

誰
か
ら
、
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
入
手
し
た
か
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が｢

異
船
渡
来
幕

府
瓦
解
萌｣

に
は
そ
の
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。

三
郎
兵
衛
が
紀
州
藩
の
代
官
所
や
軍
隊
が
ら
み

で
収
集
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
ま
す
が
、

情
報
＝
文
書
の
具
体
的
な
出
所
が
は
っ
き
り
し

な
い
の
は
残
念
で
す
。
三
郎
兵
衛
が
直
接
聞
き

取
っ
た
風
聞
な
ど
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い

点
と
合
わ
せ
、
非
常
に
惜
し
ま
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
制
約
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、｢

異

船
渡
来
幕
府
瓦
解
萌｣

の
も
っ
と
も
特
徴
的
な

点
を
挙
げ
る
と
、
対
外
関
係
の
情
報
が
か
な
り

の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
郎
兵
衛
が｢

外
圧｣

に
敏
感
に
反
応
し
て
い

た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

ペ
リ
ー
来
航
に
関
す
る｢

嘉
永
六
年
丑
六
月

三
日
浦
賀
表
江
異
国
船
渡
来
之
節
略
記｣

に
加

え
、
和
親
条
約
や
修
好
通
商
条
約
の
外
交
交
渉

関
連
文
書
が
転
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ロ
シ
ア
軍
艦
ポ

サ
ド
ニ
ッ
ク
号
に
よ
る
対
馬
占
領
事
件
や
元
治

元
年
（
一
八
六
四
）
イ
ギ
リ
ス･

フ
ラ
ン
ス･

オ
ラ
ン
ダ･

ア
メ
リ
カ
が
連
合
し
て
長
州
藩
に

報
復
し
た
四
国
艦
隊
下
関
砲
撃
事
件
な
ど
、
欧

米
列
強
が
日
本
に
武
力
行
使
を
実
施
し
た
事
件

に
関
す
る
文
書･

絵
図
も
写
し
取
ら
れ
て
い
ま

す
（
写
真
２
）。

地
や
税
法
、
諸
産
物
に
関
す
る
地
方
仕
置
書

な
ど
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
す
。
天
保
八
年

（
一
八
三
七
）
大
塩
の
乱
に
関
す
る
「
大
塩
平

八
郎
一
件
留
書
」、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

の
ペ
リ
ー
来
航
に
関
す
る
「
異
国
船
浦
賀
江
渡

見
聞
扣
帳｣

の
ほ
か
、「
異
船
渡
来
幕
府
瓦
解
萌
」

と
題
さ
れ
た
風
説
留
な
ど
も
、
三
郎
兵
衛
の
政

治
意
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

　
「
異
船
渡
来
幕
府
瓦
解
萌
」
は
、
帳
面
に
編

年
体
で
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
幕

末
維
新
当
時
に
そ
の
つ
ど
つ
ど
情
報
を
写
し

取
っ
て
作
成
し
た
個
別
の
綴
り
を
、
の
ち
に
ア

ト･

ラ
ン
ダ
ム
に
編
綴
し
な
お
し
た
簿
冊
体
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て｢

異
船
渡
来
幕

府
瓦
解
萌｣

と
の
表
題
も
、
三
郎
兵
衛
が
編
綴

し
た
際
に
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然

で
す
が
、そ
の
時
期
に
つ
い
て
は｢

幕
府
瓦
解
」

後
で
あ
る
こ
と
以
外
未
詳
で
す
。

　

内
容
的
に
は
、
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
の
大
政
奉
還
ま
で
の
諸
事
件
に

関
連
す
る
文
書
類
、
朝
廷
か
ら
出
さ
れ
た
達
し
、

幕
府
や
紀
州
藩
の
触
れ
、
諸
藩
の
届
書･

意
見

書
、
個
人
の
建
白
書
、
張
紙･
落
書･
偽
文
書

な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

写真３
亜魯英仏盟約之和解

写真２
四国艦隊下関砲撃事件絵図
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平
成
二
十
九
年
度
に
当
館
が
寄
贈
・
寄
託
・

購
入
に
よ
っ
て
収
集
し
た
古
文
書
の
概
要
を

紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
小
山
家
文

書
を
除
く
古
文
書
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
御
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
で
き

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
。

宮
本
守
中
・
道
夫
関
係
資
料

　

明
治
・
大
正
期
の
新
宮
町
（
現
新
宮
市
）

で
医
業
に
携
わ
り
な
が
ら
新
聞
『
熊
野
新
報
』

を
創
刊
し
、
同
町
長
も
務
め
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
宮
本
守
中
と
、
そ
の
子
息
で
同
町
・
東

牟
婁
郡
七
川
村
（
現
古
座
川
町
）・
同
郡
田
原

村
（
現
串
本
町
）
で
医
業
を
営
む
と
と
も
に

七
川
村
長
を
も
務
め
た
道
夫
の
父
子
が
取
得
・

収
集
し
た
資
料
約
一
九
〇
点
を
、
御
子
孫
か

ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
多
く
は
道
夫
が
収
集
し
た
関
東
大
震

災
、
二
・
二
六
事
件
、
戦
争
に
関
す
る
新
聞
や

グ
ラ
フ
誌
で
す
が
、
父
子
宛
て
の
感
謝
状
・

表
彰
状
、
守
中
の
和
歌
山
医
学
校
卒
業
証
書
、

熊
野
新
報
社
関
係
者
芳
名
録
、
道
夫
が
逃
げ

て
き
た
共
産
主
義
者
を
匿
っ
た
際
に
取
り
上

げ
た
と
い
う
貴
重
な
同
人
誌
『
腕
と
腕
』（
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
創
刊
号
か
ら
三
冊
。

現
古
座
川
町
高
池
で
発
行
。
公
共
図
書
館
に

蔵
書
な
し
。）
な
ど
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
九
年
度
に
文
書
館
に
引
き
継
が
れ

た
永
久
保
存
文
書
は
三
〇
六
冊
で
す
。
平
成
五

年
開
館
以
降
の
累
積
冊
数
は
、
二
三
、〇
五
九

冊
に
な
り
ま
し
た
。

　

歴
史
文
書
の
収
集
冊
数
は
四
三
九
冊
で
、
そ

の
う
ち
四
〇
七
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
九
、七
四
二
冊
の
文
書
が

廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
う
ち
の
四
・

二
％
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
、
七
、

五
二
七
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
。

雲
敬
一
郎
は
、
和
歌
山
中
学
校
を
卒
業
後
、
兵

庫
県
、
東
京
府
の
職
員
を
経
て
宮
内
省
職
員
と

な
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
は
皇
族

で
あ
っ
た
梨
本
宮
守
正
王
附
き
の
事
務
官
、
そ

し
て
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
は
同
宮
附
き

の
別
当
（
家
政
担
当
の
長
官
）
と
な
り
ま
す
。

　

敬
一
郎
の
梨
本
宮
附
宮
内
事
務
官
・
別
当
の

職
務
に
関
す
る
書
類
や
記
念
写
真
、
敬
一
郎
及

び
妻
の
美
代
子
宛
て
の
書
簡
、
先
祖
伝
来
の
紀

州
藩
士
三
雲
家
文
書
（
家
譜
・
勤
書
等
）
な
ど

約
三
〇
〇
点
を
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

橋
本
家
文
書
Ⅱ
（
御
坊
市
湯
川
町
小
松
原
）

　

当
館
寄
託
「
橋
本
家
文
書
」
と
同
出
所
で
、

和
歌
山
県
下
第
一
の
大
地
主
と
し
て
知
ら
れ
た

橋
本
家
の
古
文
書
で
す
。

　

同
家
所
有
地
や
和
歌
山
水
力
電
気
、
所
有
建

物
を
貸
し
出
し
て
い
た
医
院
に
関
す
る
書
類
な

ど
約
三
〇
点
で
、
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

　
八
塚
家
御
通
し
之
写
（
紀
の
川
市
粉
河
）

　

当
館
蔵
「
八
塚
家
文
書
」
と
同
出
所
と
思
わ

れ
る
文
書
で
、
古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

  

八
塚
家
の
「
地
士
」
と
し
て
の
御
用
留
帳
一

冊
で
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
か
ら
同
五
年

ま
で
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

粉
河
白
水
座
劇
場
建
築
工
事
図
面
（
紀
の

川
市
粉
河
）

　

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）、
粉
河
駅
前
で
旧

粉
河
町
の
置
屋
組
合
に
よ
っ
て
開
業
し
、
昭
和

三
〇
年
代
終
わ
り
頃
ま
で
存
続
し
た
と
い
う
劇

場
白
水
座
の
建
築
図
面
一
一
点
で
す
。
図
面
の

作
成
は
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
で
す
。

古
書
店
か
ら
購
入
し
ま
し
た
。

小
山
家
文
書
（
美
浜
町
三
尾
）

　

当
館
で
従
来
「
龍
王
神
社
文
書
」
と
し
て
公

開
さ
れ
て
い
た
文
書
二
二
八
点
が
、
実
は
旧
日

高
郡
三
尾
浦
の
庄
屋
文
書
「
小
山
家
文
書
」
の

一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
本
来
の
所
蔵

者
か
ら
改
め
て
寄
託
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
財
団
法
人
日

本
常
民
文
化
研
究
所
（
当
時
）
が
行
っ
た
全
国

漁
村
の
古
文
書
調
査
で
借
り
出
さ
れ
た
ま
ま
、

長
く
未
返
却
だ
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

既
に
「
龍
王
神
社
文
書
」
と
し
て
整
理
・
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
利
用
可
能
で
す
。

岩
﨑
家
文
書
（
和
歌
山
市
紀
三
井
寺
）

　

本
紙
第
四
三
号
で
紹
介
し
た
岩
﨑
家
文
書
の

追
加
寄
託
約
二
〇
〇
点
で
す
。

　

同
家
所
有
地
に
関
す
る
文
書
の
ほ
か
、
こ
れ

ま
で
公
共
図
書
館
で
の
蔵
書
が
確
認
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
和
歌
山
高
等
女
学
校
、
修
徳
高
等
女

学
校
及
び
海
南
中
学
校
の
同
窓
会
・
校
友
会
の

雑
誌
や
小
学
生
の
文
集
な
ど
が
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
移
住
者
か
ら
の
年
賀
状
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

本
紙
第
四
八
号
で
取
り
上
げ
た
和
歌
山
高
等

女
学
校
を
卒
業
し
て
教
師
と
な
っ
た
岩
﨑
か
つ

ゑ
の
活
動
や
、
第
五
〇
号
で
紹
介
し
た
紀
三
井

寺
村
か
ら
の
移
民
事
情
の
研
究
に
厚
み
を
増
す

資
料
と
い
え
ま
す
。

宮
内
省
梨
本
宮
附
別
当
三
雲
敬
一
郎
家
文
書

　
『
南
紀
徳
川
史
』
の
「
名
臣
伝
」
に
名
を
遺

す
紀
州
藩
士
三
雲
九
左
衛
門
の
子
孫
で
、
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
に
和
歌
山
で
生
ま
れ
た
三

平
成
二
十
九
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

平
成
二
十
九
年
度
新
収
古
文
書
の
紹
介

平
成
二
十
九
年
度

公
文
書
の
引
継
・
収
集

平
成
二
十
九
年
度

公
文
書
の
引
継
・
収
集
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文
書
館
が
幹
事
を
務
め
る
和
歌
山
県
博
物

館
施
設
等
災
害
対
策
連
絡
会
議
（
和
博
連
）
は
、

和
歌
山
県
内
の
博
物
館
や
資
料
館
、
市
町
村

教
育
委
員
会
な
ど
七
八
組
織
が
加
入
す
る
団

体
で
す
。
平
時
は
博
物
館
施
設
や
文
化
財
の

防
災
・
減
災
等
に
つ
い
て
研
究
や
研
修
を
行
っ

て
お
り
、
万
一
の
災
害
時
に
は
会
員
館
同
士
、

或
い
は
県
内
外
の
諸
機
関
と
協
力
し
て
「
文

化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
」
を
行
い
ま
す
。

　

和
博
連
は
、
平
成
二
十
九
年
度
、「
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
」（
次
頁
参
照
）
の
協

力
を
得
て
、
新
宮
市
と
和
歌
山
市
で
二
度
の

公
開
研
修
会
を
開
催
し
、
文
化
財
防
災
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
先
進
事
例
や
被
災
資
料
の
応
急

処
置
の
実
際
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

と
も
に
学
び
ま
し
た
。

新
宮
会
場
（
新
宮
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
　
参
加
者
二
一
名

①「
三
重
県
博
物
館
協
会
等
に
よ
る
災
害
に
対

　
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
」

　
　
三
重
県
総
合
博
物
館
調
査
・
資
料
情
報
課
主
査

間
渕
創 

氏

②「
水
損
資
料
応
急
処
置
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
～

　
「
史
料
の
救
命
士
」
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の

　
お
誘
い
」

　
　

神
戸
大
学
地
域
連
携
推
進
室
特
命
准
教
授

松
下
正
和 

氏

た
三
重
県
総
合
博
物
館
の
間
渕
さ
ん
に
再
登
板

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
間
渕
さ
ん
に
は
、
平

成
二
十
三
年
の
紀
伊
半
島
大
水
害
の
時
に
熊
野

地
域
で
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
を
行
っ
た
り
、
防
災

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
を
進
め
て
い
る
三
重
県

博
物
館
協
会
や
「
三
重
県
歴
史
的
・
文
化
的
資

産
保
存
活
用
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
な
ど
の
連

携
の
実
際
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
神
戸
大
学
の
松
下
さ
ん
に
は
、
水
損

資
料
の
応
急
処
置
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
宮
市
で

は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
の
台
風
二
一
・
二
二

号
に
よ
り
大
規
模
な
浸
水
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
際
に
被
災
し
た
紙
資
料
を
自
力
で
乾
か
し

た
方
も
お
ら
れ
、
熱
心
に
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

◆
和
歌
山
会
場
◆

　

和
歌
山
会
場
で
は
、
ま
ず
平
成
二
十
九
年
四

月
以
降
に
、
取
壊
し
予
定
の
寺
院
で
急
遽
行
わ

れ
た
和
歌
山
市
立
博
物
館
・
県
立
博
物
館
・
近

代
美
術
館
・
文
書
館
・
県
文
化
遺
産
課
・
歴
史

資
料
保
全
ネ
ッ
ト
わ
か
や
ま
・
建
築
物
の
ヘ
リ

テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
方
々
に
よ
る
緊
急
調

査
の
経
験
を
、
今
後
の
災
害
対
応
に
も
活
か
せ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ
れ
ま

し
た
。（
な
お
、
こ
の
調
査
の
成
果
は
、「
和
歌

山
市
寂
光
院
の
文
化
財
緊
急
調
査
概
報
」
と
し

て『
和
歌
山
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
第
三
二
号
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

ま
た
、
和
歌
山
県
と
同
様
に
人
口
・
大
学
・

文
化
財
保
存
施
設
の
少
な
い
山
陰
地
方
に
お
い

て
発
生
し
た
鳥
取
県
西
部
地
震
（
平
成
十
二
年

十
月
六
日
発
生
）
や
鳥
取
県
中
部
地
震
（
平
成

二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
発
生
）
に
対
し
、
地

域
の
大
学
・
地
域
史
研
究
団
体
（
鳥
取
地
域
史

研
究
会
）、・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
山
陰
史
料
ネ
ッ

ト
」・
自
治
体
の
文
化
財
担
当
者
等
が
連
携
し

て
行
っ
た
文
化
財
パ
ト
ロ
ー
ル
や
レ
ス
キ
ュ
ー

活
動
の
経
験
や
課
題
に
つ
い
て
、
鳥
取
大
学
の

岸
本
覚
氏
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
修
会
で
学
ん
だ
な
ど
を
踏
ま

え
、
和
博
連
で
は
、
今
後
県
文
化
遺
産
課
等
と

協
議
し
て
、「
和
歌
山
県
地
域
防
災
計
画
」
に

基
づ
く
文
化
財
防
災
の
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
や

手
順
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
整
備
し
て
い
く
予
定

で
す
。

◆
新
宮
会
場
◆

　

新
宮
会
場
で
は
、
当
該
地
域
が
県
庁
所
在
地

か
ら
遠
く
、
か
つ
災
害
の
最
頻
発
地
域
で
、
お

隣
の
三
重
県
と
の
県
境
を
越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
が
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成

二
十
八
年
度
も
和
歌
山
市
で
御
講
演
い
た
だ
い

和
歌
山
会
場
（
和
歌
山
市
立
博
物
館
）

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日
　
参
加
者
五
八
名

①「
和
歌
山
市
寂
光
院
の
文
化
財
緊
急
調
査
に

　
つ
い
て
」

　
　

和
歌
山
県
立
博
物
館 

前
田
正
明
主
任
学
芸
員

　
　
和
歌
山
県
教
育
庁
文
化
遺
産
課 

御
船
達
雄
主
査

　
　
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館 

藤
本
真
名
美
学
芸
員

②「
鳥
取
県
中
部
地
震
の
現
状
と
被
災
史
料
へ
の
取
り

　
組
み
―
鳥
取
県
西
部
地
震
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」

　
　

鳥
取
大
学
地
域
学
部
教
授　

  

岸
本
覚 

氏

和
歌
山
県
博
物
館
施
設
等
災
害
対
策
連
絡
会
議
（
和
博
連
）

　平
成
二
十
九
年
度
公
開
研
修
会

各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
文
化
財
を
ま
も
る
取
り
組
み

松下正和氏のワークショップ風景

岸本覚氏の講演

間渕創氏の講演
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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

30
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　

52

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

文
書
館
の
利
用
案
内

、、

、

　

文
書
館
は
例
年
、
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
」
と
共
同
し
て
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
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
和
歌
山
県
内
の
地
震
・
津
波
・

洪
水
な
ど
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
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
。

　

平
成
二
十
九
年
度
は
、
新
宮
市
と
東
牟
婁
郡

北
山
村
で
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

事
業
の
成
果
は
、
左
記
の
と
お
り
地
元
で
長

年
防
災
な
ど
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
研
究
者
を

交
え
て
現
地
学
習
会
「
歴
史
か
ら
学
ぶ
防
災
」

や
防
災
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
学
習
会
直
後
に
開

催
）
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
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
Ⅳ
』
を
発
行
し
、
両
市
村
内
で
全
戸

配
付
し
ま
し
た
。（
同
冊
子
は
、
文
書
館
や
県

立
博
物
館
で
配
付
す
る
と
と
も
に
、
県
立
博
物

館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。）

　

ま
た
、
平
成
二
十
九
年
度
は
、
前
頁
の
和
博

連
公
開
研
修
会
を
共
催
し
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
度
は
、
日
高
郡
日
高
町
及
び
西

牟
婁
郡
白
浜
町
で
同
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

現
地
学
習
会
　
歴
史
か
ら
学
ぶ
防
災
２
０
１
７ ―

命
と
文
化
遺
産
と
を
守
る―

二
月
二
十
四
日
　
於
：
東
牟
婁
総
合
庁
舎 

参
加
者
六
四
名

二
月
二
十
五
日 

於
：
北
山
村
村
民
会
館 

参
加
者
五
〇
名

①「
宝
永
地
震
津
波
と
新
宮
」

　和
歌
山
県
立
博
物
館 

前
田
正
明
主
任
学
芸
員

②「
山
門
部
材
に
記
さ
れ
た
安
政
地
震
津
波
の
記
憶
」

　神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
特
命
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
修
二
氏

③「
石
碑
に
刻
ま
れ
た
過
去
の
土
砂
災
害
」

　和
歌
山
県
立
文
書
館

　
　
　藤
隆
宏
主
査

④「
熊
野
川
流
域
の
自
主
水
防
家
屋
『
上
が
り
家
』

　
と
そ
の
今
日
的
意
味
」

　和
歌
山
大
学
南
紀
熊
野
サ
テ
ラ
イ
ト
客
員
教
授 

鈴
木
裕
範
氏

⑤「
地
域
の
災
害
史
の
共
有
に
よ
り
減
災
を
め
ざ
す
」

　減
災
カ
フ
ェ
主
宰

　
　上
野
山
巳
喜
彦
氏

①「
北
山
村
と
そ
の
周
辺
の
土
砂
災
害
の
危
険
性
」

　和
歌
山
大
学
災
害
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
誠
介
氏

②「
火
災
を
免
れ
た
仏
像
」

　和
歌
山
県
文
化
遺
産
課 

三
本
周
作
副
主
査

③「
北
山
村
周
辺
地
域
の
秋
祭
り
と
ど
ぶ
ろ
く
の
醸
造

　―

そ
の
特
色
と
技
法
の
継
承
を
め
ぐ
っ
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

④「
北
山
村
の
記
録
と
歴
史
災
害
」

　歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
・
わ
か
や
ま 

砂
川
佳
子
氏

⑤「
誰
に
で
も
で
き
る
水
濡
れ
資
料
の
応
急
処
置
法
」

　神
戸
大
学
地
域
連
携
推
進
室
特
命
准
教
授 

松
下
正
和
氏

災害慰霊碑の調査風景
（平成29年９月13日　新宮市熊野川町九重）

平
成
二
十
九
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


