
江
戸
後
期
の
紀
州
藩
で
は
、
多
く
の
焼
物
が
創
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の

作
品
は
、
藩
庫
に
も
多
数
集
蔵
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
今
日
に
も
多
く

①
 

の
遺
品
が
あ
る
。
石
村
賢
次
郎
氏
の
概
銀
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
江

戸
期
か
ら
明
治
初
期
に
い
た
る
ま
で
、
一
三
種
の
紀
州
古
陶
磁
を
あ
げ

て
お
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
小
稿
が
扱
お
う
と
す
る
南
紀
男
山
焼
は
、

R
 

瑞
芝
焼
・
偕
楽
園
焼
と
と
も
に
「
紀
州
三
大
窯
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
美
術

H
芸
的
に
も
優
れ
た
作
品
を
数
多
く
残
し
て
お
り
、

美
術
・
エ
芸
史
等
の
研
究
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
関
係
資
料
が
少
な
い
こ
と
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
、
そ
れ

ら
の
史
的
背
景
は
、
い
ま
だ
に
十
分
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

南
紀
男
山
焼
の
開
窯
か
ら
廃
窯
に
い
た
る
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、
前
掲

の
石
村
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
先
行
論
文
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
い
か
な
る
経
緯
に
よ
っ
て
開
窯
に
い
た
っ
た
の
か
、
ま
た
な
に

を
契
機
と
し
て
廃
窯
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、
論
じ
尽
く
さ
れ
た
と

は

じ

め

に

は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
小
稲
は
多
く
の
先
行
論
文
の
成
果
を
も
と

に
、
南
紀
男
山
焼
の
開
窯
か
ら
廃
窯
に
い
た
る
ま
で
の
史
的
背
景
を
究

明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

南

紀

男

山

焼

窯

の

盛

衰

一
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
推
移

南
紀
男
山
焼
は
『
南
紀
徳
川
史
』
巻
一
八
の
「
顕
龍
公
御
譜
」
中
の

文
政
一

0
年
の
項
に
、

一
、
十
一
月
廿
五
日
、
有
田
広
庄
井
関
村
利
兵
衛
之
請
ニ
ョ
リ
、

男
山
陶
器
製
造
場
設
立
ヲ
許
ス
、
近
郷
庚
申
山
之
石
ヲ
以
テ
、
磁

器
ノ
質
ト
ス
ト
云
フ

と
記
録
し
て
、
そ
の
開
窯
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
な
お
、
史
料
中
に

③
 

「
利
兵
衛
」
と
あ
る
の
は
崎
山
利
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

崎
山
利
兵
衛
が
藩
に
申
請
し
て
、
そ
の
開
窯
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
石
村
氏
が
紹
介
さ
れ
た
安
政
三
年
九
月
の
「
御
用
留
」
に

よ
る
と
「
男
山
陶
器
鼈
建
物
と
も
、
開
発
人
崎
山
利
兵
衛
と
申
者
依
願
、

寺

西

貞

弘
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皆
式
下
ケ
止
、
向
後
仕
入
同
人
手
元
二
而
取
斗
候
稼
リ
ニ
有
之
」
と
あ

④
 

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
安
政
三
年
九
月
ま
で
南
紀
男
山
焼
窯
の
諸
施
設

の
全
部
ま
た
は
相
当
部
分
が
藩
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
崎
山
利
兵
衛
の
申
請
を
藩
が
許
可
す
る
形
で
開
窯
さ
れ
て
は
い
る

が
、
そ
の
開
窯
に
際
し
て
の
設
備
投
資
は
、
紀
州
藩
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
た
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
石
村
氏
は
南
紀
男
山
焼
窯
に
関

係
し
た
広
井
利
助
の
回
顧
談
を
採
集
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

当
時
陶
器
場
の
門
前
に
は
、
い
つ
も
紀
州
藩
御
用
の
大
提
灯
が
か
か
げ

ら
れ
て
お
り
、
付
近
の
人
々
は
陶
器
場
を
「
御
役
所
」
と
呼
ん
で
い
た

と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
と
に
判
断
す
る
と
、
従
来
南
紀

男
山
焼
窯
の
経
営
を
「
半
官
半
民
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ほ

と
ん
ど
藩
営
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
開
窯
さ
れ
た
南
紀
男
山
焼
窯
の
窯
場
な
ど
の
様
子

は
、
『
紀
伊
名
所
図
会
』
後
編
巻
四
に
、
挿
図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

石
村
氏
の
採
集
さ
れ
た
前
掲
の
回
顧
談
に
よ
る
と
、
全
盛
時
こ
の
窯
場

に
は
、
本
窯
―
二
基
を
備
え
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
陶
器
場
の
ほ

か
に
、
家
屋
・
山
林
・
田
畑
等
、
お
よ
そ
四
町
四
方
の
土
地
が
与
え
ら

れ
て
い
た
と
も
伝
え
て
い
る
。
本
窯
の
基
数
か
ら
し
て
も
、
き
わ
め
て

大
規
模
な

H
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
南
紀
男

山
焼
窯
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
作
品
の
数
量
は
、
今
日
残
っ
て
い
る
作

品
の
総
数
を
、
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
「
御
用
留
」
に
よ
る
と
、
嘉
永
元
年
に
風
雨
に

よ
っ
て
破
損
し
た
こ
の
エ
房
に
対
し
て
、
藩
は
金
二
四

0
両
を
貸
与
し

て
い
る
。
南
紀
男
山
焼
窯
に
対
す
る
藩
の
保
護
の
厚
さ
が
、
並
々
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
維
新
を
む
か
え
て
、
明
治
二
年
に
南
紀
男
山
焼
窯
は
、
御
仕
入

⑤
 

方
の
職
務
を
継
承
し
た
和
歌
山
藩
開
物
局
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と

と
な
り
、
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後

も
し
ば
ら
く
、
南
紀
男
山
焼
窯
で
の
製
造
は
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
同
八
年
に
中
心
人
物
の
崎
山
利
兵
衛
が
死
没
し
、
同
一
―
年
に
廃

窯
に
い
た
っ
た
と
い
う
。
以
上
が
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
た
ど
っ
た
推
移

の
概
略
で
あ
る
。

な
お
、
南
紀
男
山
焼
の
今
日
に
残
っ
て
い
る
器
種
は
、
床
飾
・
茶
器

・
文
房
具
・
食
器
・
雑
器
な
ど
で
あ
る
。
と
く
に
茶
器
は
趣
味
人
の
間

で
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
本
窯
の
基
数
か

ら
判
断
し
て
、
か
な
り
の
大
量
生
産
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
趣
味
人
に
珍
重
さ
れ
、
今
日
に
残
る
こ
と
と
な
っ
た

茶
器
よ
り
も
、
今
日
に
残
る
こ
と
も
な
く
、
廃
棄
さ
れ
て
い
っ
た
日
用

雑
器
の
比
率
が
か
な
り
高
か
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
開
窯
に
際
し
て
、
紀
州
藩
十
代
藩
主

徳
川
治
宝
の
果
し
た
役
割
が
、
従
来
の
研
究
で
は
か
な
り
評
価
さ
れ
て

二
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
開
窯
と
治
宝

- 28 -



吾
た
。
そ
れ
は
、
治
宝
が
、
そ
れ
ま
で
陶
磁
器
製
造
の
伝
統
の
な
か
っ

た
紀
州
に
、
京
焼
の
技
術
を
導
入
し
て
「
偕
楽
園
御
庭
焼
」
を
始
め
た

人
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
彼
の
焼
物
趣

味
と
南
紀
男
山
焼
の
制
作
開
始
と
が
合
致
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い

る。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
治
宝
の
趣
味
と
個
性
を
援
用
し
た
推
測
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
推
測
を
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
の
史
料
と
は
、
紀
州
藩
御
仕
入
方
に
六

0
年
も
の
長
き
に

わ
た
っ
て
奉
職
し
た
島
田
善
次
が
、
万
延
二
年
正
月
に
上
書
し
た
「
愚

⑥
 

意
存
念
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
島
田
が
自
己
の
職
務
経
験
を
生
か
し

て
、
紀
州
藩
の
国
益
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
物
産
約
七

0
品
目
に
関
し

⑦
 

て
、
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
南
紀
男
山
焼

の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

一
、
石
焼
陶
器
之
儀
、
先
年
有
田
郡
井
関
村
崎
山
利
兵
衛
、
御
国

内
陶
器
性
合
之
石
見
出
し
私
江
申
出
、
大
坂
尾
形
周
平
と
申
陶

器
師
呼
寄
、
利
兵
衛
手
前
且
私
宅
二
而
試
焼
仕
候
上
、
金
沢
弥

右
衛
門
殿
江
相
伺
候
処
、
同
所
庭
先
二
而
も
尚
々
試
候
上
、
西

浜
様
江
申
上
二
相
成
、
御
庭
二
而
御
覧
思
召
二
も
相
叶
候
御
由

二
而
、
新
規
陶
器
場
取
建
之
儀
御
広
敷
番
井
私
達
江
被
仰
付
、

則
利
兵
衛
存
念
之
通
男
山
二
而
竃
場
諸
普
請
取
計
（
下
略
）

史
料
中
、
尾
形
周
平
と
は
、
「
大
坂
」
と
す
る
点
に
若
干
の
問
題
は

あ
る
が
、
京
都
の
名
エ
で
、
初
代
高
橋
道
八
の
三
男
と
し
て
生
れ
た
人

⑧
 

物
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
金
沢
弥
右
衛
門
は
、
文
政
六
年
の
紀
ノ
川
筋

R
 

大
一
揆
の
鎮
圧
に
出
馬
し
た
町
奉
行
所
の
役
人
で
あ
り
、
当
時
の
十
代

藩
主
治
宝
に
極
め
て
近
い
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
西
浜

様
と
は
、
治
宝
が
文
政
七
年
隠
居
を
し
て
大
御
所
と
な
り
、
同
一

0
年

に
新
造
な
っ
た
西
浜
御
殿
に
入
り
、
こ
こ
を
つ
い
の
棲
家
と
し
た
た
め

の
呼
び
名
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
崎
山
利
兵
衛
は
、
治
宝
の
側
近

で
あ
る
金
沢
弥
右
衛
門
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
、
男
山
の
試
作
品
を
治

宝
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
が
治
宝

の
目
に
叶
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
私
達
」
す
な
わ
ち
御
仕
入
方
な
ど
に
、

窯
場
の
建
設
が
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
従
来
の
推

測
の
と
お
り
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
開
窯
の
重
要
な
契
機
に
、
治
宝
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
後
の
経
緯

の
中
で
、
治
宝
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
は
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
廃
窯
に
い
た
る
経
緯
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
解
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
崎
山
利
兵
衛
が
治
宝
に
南
紀
男
山
焼
の
試
作
品
を
見
せ

た
の
は
「
西
浜
様
江
申
上
二
相
成
、
御
庭
二
而
御
覧
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
西
浜
御
殿
の
庭
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
治
宝
が
致
仕
後
、
改
築
な

っ
た
西
浜
御
殿
に
入
っ
た
の
は
、
文
政
一

0
年
―
二
月
二
五
日
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
『
南
紀
徳
川
史
』
巻
一
七
の
文
政
二
年
二
月
二
八
日

の
記
事
に
見
え
る
西
浜
御
殿
逗
留
以
後
、
彼
は
頻
繁
に
こ
こ
を
訪
れ
て

- 29 -



い
る
。
南
紀
男
山
焼
が
治
宝
の
目
に
か
な
っ
て
官
許
を
得
た
の
は
、
同

1
0
年
―
一
月
二
五
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
文
政
二
年
頃
以
後
こ
の
と

き
ま
で
の
間
に
、
崎
山
利
兵
衛
が
試
作
品
を
見
せ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
文
政
六
年
の
西
浜
御
殿
増
改
築
竣
工
を
記

念
し
て
開
か
れ
た
御
庭
焼
の
作
品
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
楽
焼
主
体
の
ほ

⑩
 

か
に
、
多
く
の
磁
器
が
制
作
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
愚
意
存
念

書
」
に
「
御
国
内
陶
器
性
合
之
石
」
と
い
う
話
が
見
え
る
が
、
崎
山
利

兵
衛
が
治
宝
に
南
紀
男
山
焼
の
試
作
品
を
見
せ
た
と
き
「
御
国
内
陶
器

性
合
之
石
」
が
治
宝
の
目
に
と
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
御
庭
焼
に
磁
器
が

多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
理
由
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
利
兵
衛
手
前
且
私
宅
二
而
試
焼
仕
候
上
、
金
沢
弥
右
衛
門

殿
江
相
伺
候
処
、
同
所
庭
先
二
而
も
尚
々
試
候
上
、
西
浜
様
江
申
上
二

相
成
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
沢
弥
右
衛
門
の
家
の
庭
先
な
ど
で
も
試

焼
き
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
南

紀
男
山
焼
は
、
有
田
郡
で
開
窯
す
る
以
前
に
、
和
歌
山
城
下
あ
る
い
は

そ
の
周
辺
で
も
、
試
焼
き
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

南
紀
男
山
焼
官
許
以
前
の
文
政
年
間
に
開
窯
さ
れ
た
高
松
焼
窯
の
跡
地

か
ら
「
南
紀
男
山
」
の
銘
を
持
つ
二
破
片
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の

⑪
 

試
焼
苔
と
の
関
係
を
考
慮
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
南
紀
男
山
焼
廃
窯
の
経
緯

南
紀
男
山
焼
窯
の
開
窯
に
際
し
て
、
治
宝
の
果
た
し
た
役
割
は
、
上

述
の
よ
う
に
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
一
方
、
南
紀
男
山
焼

窯
の
廃
窯
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
彼
の
存
在
を
重
き
と
見
る
考
え
方
が

⑫
 

一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
『
和
歌
山
市
史
』
第
二
巻
に
よ
る
と
、

男
山
窯
が
隆
盛
を
き
わ
め
た
の
は
、
治
宝
の
保
設
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
末
、
治
宝
の

死
去
に
よ
り
よ
う
や
く
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
よ
う
に
な
る
。

と
述
べ
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
衰
退
の
主
な
原
因
を
、
彼
の
死
で
あ
る
と

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
背
景
に
は
、
先
に
掲
げ

た
安
政
三
年
九
月
の
「
御
用
留
」
に
「
男
山
陶
器
鼈
建
物
と
も
、
開
発

人
崎
山
利
兵
衛
と
申
者
依
願
、
皆
式
下
ケ
遣
、
向
後
仕
入
同
人
手
元
二

而
取
斗
候
稲
リ
ニ
有
之
」
と
し
て
、
崎
山
利
兵
衛
に
南
紀
男
山
焼
窯
の

諸
施
設
を
、
払
い
下
げ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史

料
に
注
目
さ
れ
た
中
村
貞
史
氏
は
、
こ
れ
以
後
も
藩
の
保
護
は
余
り
変

わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
お
ら
れ

⑬
 

る。

こ
の
安
政
三
年
の
記
録
以
後
、
藩
と
男
山
焼
の
関
係
を
示
す
資
料

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
が
、
国
産
陶
器
の
開
発
保
護
に

租
極
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
治
宝
が
、
嘉
永
五
年
(
-
八
五
二
）

に
没
し
た
こ
と
や
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
政
治
的
・
経
済

的
激
変
の
時
代
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
藩
の
男
山
焼
に
対
す
る
保

護
が
従
来
と
同
じ
で
な
く
な
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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た
し
か
に
、
南
紀
男
山
焼
窯
が
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
も
は
や
藩
営
の
「
御
用
窯
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
藩
の
保
護
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
示
し
た
「
愚
意
存
念
書
」
は
南
紀
男
山
焼
窯

の
開
窯
の
経
緯
を
述
べ
た
の
ち
に
、
殖
産
興
業
に
資
す
る
物
産
と
し
て

の
見
通
し
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

既
二
今
利
・
瀬
戸
両
所
と
も
年
々
凡
二
三
十
万
金
程
ツ
、
之
国
益

場
二
有
之
由
二
付
、
右
等
二
立
越
候
様
相
成
候
ハ
ヽ
、
往
々
国
益

不
少
候
儀
二
付
、
今
一
際
御
世
話
振
り
御
座
候
様
仕
度
事

筆
者
の
島
田
善
次
は
、
こ
の
よ
う
に
南
紀
男
山
焼
の
国
益
性
を
、
伊

万
里
・
瀬
戸
と
い
う
陶
磁
器
の
名
産
地
の
例
を
引
い
て
力
説
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
紀
州
藩
の
財
政
部
門
に
重
き
を
な
し
た
御
仕

入
方
で
は
、
幕
末
の
万
延
二
年
段
階
で
、
南
紀
男
山
焼
の
国
益
性
を
熟

知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
今
一
際
御
世
話
振
り
御
座
候
様

仕
度
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
安
政
三
年
の
民
間
へ
の
払
い
下
げ
以

後
、
そ
の
保
護
が
十
分
で
な
い
事
を
指
摘
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
前
掲
の
「
御
用
留
」
の
引
用
部
分
に
つ
い
で
、
次
の
よ
う
な
一

文
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

然
レ
共
仕
込
銀
同
人
手
元
而
己
二
而
者
、
可
被
難
行
届
二
付
、
望

之
者
へ
銀
主
申
試
さ
せ
焼
方
業
合
手
広
二
取
斗
セ
、
荒
物
出
来
次

第
銀
主
方
江
相
送
ら
せ
候
ハ
ハ
、
御
国
産
手
広
二
相
成
リ
可
然
と

の
御
沙
汰
二
有
之

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
安
政
三
年
九
月
に
紀
州
藩
は
、
た
し
か
に
南

紀
男
山
焼
窯
の
払
い
下
げ
の
た
め
に
、
出
資
者
を
募
っ
て
は
い
る
が

「
御
国
産
手
広
二
相
成
」
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
紀
州
藩
は
安
政
三
年
九
月
以
後
に
お
い
て
も
、
南
紀
男

山
焼
の
国
益
性
を
十
分
に
了
解
し
て
い
た
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
島
田
善
次
が
「
今
一
際
御
世
話
振
り
御
座
候
様
仕
度
」
と

述
べ
て
い
る
の
は
、
伊
万
里
・
源
戸
と
い
う
陶
磁
器
の
名
産
地
ほ
ど
の

国
益
性
を
発
揮
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
「
今
一
際
御
世
話
振
り
」
が
必

要
だ
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
南
紀
男
山
焼
窯

の
経
営
は
、
終
始
紀
州
藩
財
政
に
お
け
る
国
益
性
と
の
関
わ
り
か
ら
、

論
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え

た
と
き
、
南
紀
男
山
焼
窯
に
際
し
て
も
、
さ
き
に
考
察
し
た
治
宝
の
焼

物
趣
味
と
い
う
要
素
以
外
に
、
財
政
的
な
要
素
を
考
慮
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
終
始
紀
州
藩
の
保
護
を
受
け
続
け
た
南
紀
男
山
焼
窯
も
、

明
治
―
一
年
に
廃
窯
す
る
こ
と
に
な
る
e

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ

の
三
年
前
の
明
治
八
年
に
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
中
心
人
物
で
あ
る
崎
山

利
兵
衛
が
、
死
亡
し
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

け
っ
し
て
そ
の
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
藩
財
政
と

南
紀
男
山
焼
窯
の
密
接
な
関
係
を
見
る
と
き
、
そ
の
廃
窯
の
要
因
と
し

て
、
も
っ
と
財
政
的
・
政
治
的
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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紀
州
藩
十
代
藩
主
徳
川
治
宝
は
、
寛
政
元
年
に
襲
封
し
、
文
政
七
年

に
致
仕
す
る
ま
で
、
三
六
年
間
に
わ
た
っ
て
藩
主
の
座
に
あ
っ
た
。
彼

は
、
文
政
六
年
に
紀
ノ
川
筋
を
席
巻
し
た
大
一
揆
の
責
任
を
と
る
形
で
、

藩
主
の
座
を
斎
順
に
該
っ
て
隠
居
し
た
が
、
嘉
永
五
年
―
二
月
七
日
に

⑭
 

死
去
す
る
ま
で
、
大
御
所
と
し
て
事
実
上
藩
政
を
掌
握
し
て
い
た
。

彼
は
「
数
寄
の
殿
様
」
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
風
雅
を
こ
よ
な
く
愛
し

た
人
物
で
あ
っ
た
。
本
居
宣
長
を
紀
州
藩
の
御
抱
え
に
し
た
の
も
彼
で

あ
る
し
、
近
世
地
誌
の
白
眉
と
賞
さ
れ
る
『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
撰
述

命
令
を
出
し
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
中
で
も
彼
の
焼
物
趣
味
は
、
京
焼

を
紀
州
に
移
入
し
た
も
の
で
、
当
代
の
一
流
技
術
を
身
を
も
っ
て
体
得

し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
文
政
二
年
―
―
―
月
に
京
都
か
ら
楽
十
代

吉
左
衛
門
旦
入
を
紀
州
和
歌
山
に
招
苔
、
御
庭
焼
を
は
じ
め
て
い
る
。

そ
の
後
も
何
度
か
御
庭
焼
を
開
き
、
み
ず
か
ら
も
制
作
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
彼
が
致
仕
の
後
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
れ
程
ま
で
に
、
焼
物
に
造
詣
の
深
い
彼
の
目
に
叶
う
こ
と
は
、
南

紀
男
山
焼
窯
が
官
許
を
受
け
る
た
め
に
は
、
先
ず
必
須
条
件
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
治
宝
の
焼
物
趣
味
は
、
御
庭

四
、
治
宝
の
個
性
と
藩
財
政

か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
藩
財
政
と
の
関
係
を
さ
ら
に

解
明
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

焼
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
殿
中
の
庭
に
設
け
ら
れ
た
窯
で
、
秀
作
を

制
作
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
南
紀
男
山
焼
窯
は
本
窯
―
二
甚
を
擁
す
る
非
常
に
大

規
模
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
作
品
は
、
日
用
雑
器

を
主
体
と
し
た
大
量
生
産
で
あ
り
藩
財
政
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
南
紀
男
山
焼
窯
の
生
産
形
態
が
、
治
宝
の
焼
物
趣
味
の
範

略
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、
南
紀
男
山
焼
の
開
窯
を
記
し
た
『
南

紀
徳
川
史
』
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
れ
は
「
顕
龍
公
御
譜
」
中
の
文
政

1
0年
の
項
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
『
南
紀
徳
川
史
』
の
編
者
は
、
少
な
く
と
も
南
紀
男
山
焼
の
開

窯
を
官
許
し
た
主
体
を
、
治
宝
で
は
な
く
顕
龍
公
、
す
な
わ
ち
第
十
一

代
藩
主
斎
順
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
紀
州
藩
は
、
幕
末
の
藩
財
政
再
建
の
た
め
に
、
殖
産
興
業
政
策
を

推
進
す
る
が
、
藩
財
政
に
利
す
る
物
産
を
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
出
現
し
た
の
が
、
治
宝
の
目
に
叶
っ
た
南
紀
男
山
焼
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
愚
意
存
念
書
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
南

紀
男
山
焼
窯
の
諸
施
設
の
新
造
を
、
島
田
善
次
ら
御
仕
入
方
に
命
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
南
紀
男
山
焼
窯
は
、
治
宝
の
個
性
と
藩
政
の
再
建
と

い
う
当
時
の
紀
州
藩
内
の
二
つ
の
潮
流
に
一
致
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

開
窯
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
窯
後
の
南
紀
男
山
焼
窯
は
、
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そ
れ
を
見
出
し
た
治
宝
の
個
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
藩
財
政
の
再
建
と
い

う
観
点
か
ら
、
経
営
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
保
七
年
二
月
、
紀
州
藩
の
儒
者
で
藩
財
政
に
詳
し
い
仁
井
田
好
古

⑮
 

が
「
富
国
の
儀
に
付
存
念
書
」
を
上
書
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の

奢
修
を
禁
じ
る
財
政
再
建
策
を
厳
し
く
批
判
し
、
産
業
を
興
し
て
流
通

を
活
澄
に
し
、
そ
の
流
通
経
路
を
藩
が
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
財
政

を
再
建
し
よ
う
と
す
る
独
自
の
経
済
政
策
輪
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で

「
陶
器
の
儀
は
、
世
上
一
統
日
々
入
用
之
品
に
御
座
候
得
ば
」
と
そ
の

需
要
の
高
さ
を
分
訴
し
、
「
手
広
く
為
仕
度
奉
存
候
」
と
そ
の
国
益
性
を

訴
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
滝
本
誠
一
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
仁
井
田

好
古
の
意
見
は
、
勘
定
吟
味
役
や
代
官
の
反
論
に
会
っ
て
「
此
存
念
書

当
は
局
の
採
納
す
る
所
と
な
ら
ざ
り
し
や
勿
輪
な
る
べ
し
」
と
推
測
し

⑯
 

て
お
ら
れ
、
即
座
に
藩
財
政
再
建
策
と
し
て
、
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
仁
井
田
好
古
の
こ
の
存
念
書
に
対
す
る

勘
定
吟
味
役
の
反
輪
の
中
に
、
こ
と
「
陶
器
之
事
」
に
関
し
て
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
、
陶
器
之
事

右
は
段
々
御
世
話
振
も
、
被
為
在
御
座
候
に
付
、
先
男
山
•
宇

治
両
所
当
時
専
焼
方
仕
候
事
に
付
、
此
上
手
行
宜
追
々
繁
昌
盛

致
し
候
得
ば
、
御
国
中
一
統
相
用
ひ
候
様
可
仕
と
奉
存
候

こ
れ
は
、
仁
井
田
好
古
が
陶
器
製
産
を
保
護
振
興
す
る
よ
う
に
訴
え

た
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
「
右
は
段
々
御

世
話
振
も
、
被
為
在
御
座
候
に
付
」
と
述
べ
、
南
紀
男
山
焼
窯
に
対
す

る
か
な
り
の
保
護
が
、
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
保
護
の
程
度
は
、
仁
井
田
好
古
が
必
要
と
し
た
も
の

ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
「
追
々
繁
昌
盛
致
し
候
得
ば
、
御
国
中

一
統
相
用
ひ
候
様
可
仕
」
と
南
紀
男
山
焼
窯
の
将
来
一
層
の
発
展
を
予

見
し
、
そ
の
国
益
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
開
窯
後
の
南
紀
男
山
焼
窯
は
、
藩
財
政
を

再
建
す
る
た
め
の
、
重
要
な
産
業
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
安
政
三
年
九
月
の
南
紀
男
山
焼
窯
の
民
間
払
下
げ
は
、
い

か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
処
置
が
、
あ
く
ま

で
も
藩
財
政
を
考
慮
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
も

指
摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、
藩
財
政
の
さ
ら
な
る
悪
化
に
抗

し
切
れ
ず
、
藩
が
南
紀
男
山
焼
窯
の
経
営
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
安
政
年
間
前
後
は
、
そ
れ
以
前
に
も
増

し
て
、
紀
州
藩
の
財
政
は
悪
化
し
、
以
後
廃
藩
置
県
で
藩
が
消
滅
す
る

ま
で
、
そ
れ
ほ
ど
好
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
よ

う
に
理
解
す
る
こ
と
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
愚
意
存
念

書
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
万
延
二
年
段
階
に
お
い
て
も
、

紀
州
藩
の
財
政
当
局
者
は
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
国
益
性
を
、
熟
知
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
た
っ
て
、
安
政
三
年
九
月
の
南
紀
男
山
焼
窯
の

払
い
下
げ
に
い
た
る
ま
で
の
、
紀
州
藩
財
政
当
局
の
動
き
を
見
る
と
、
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そ
の
約
三
年
前
の
嘉
永
六
年
―
二
月
に
、
勘
定
奉
行
か
ら
陶
器
な
ど
六

品
目
に
つ
い
て
、

右
是
迄
御
勝
手
方
に
て
取
扱
候
得
共
此
度
御
趣
意
に
付
御
仕
入
方

へ
振
込
同
所
に
て
取
扱
せ
候
筈
間
行
届
取
扱
可
申
事

と
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
御
仕
入
方
の
扱
う
品
目
が
増
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
品
目
の
な
か
に
「
陶
器
」
が
見
え
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
陶
器
と
記
し
て
い
る
の
は
「
愚
意
存
念
書
」
の
な
か
で
、

磁
器
の
南
紀
男
山
焼
を
「
石
焼
陶
器
」
と
呼
び
「
富
国
存
念
書
」
で
も
、

こ
れ
を
「
陶
器
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
南
紀
男
山
焼
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
南
紀
男
山
焼
窯
は
そ
の
払
い
下
げ
に
先
だ
っ
て
、
藩
が

あ
ら
か
じ
め
そ
の
製
品
の
流
通
経
路
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
安

政
三
年
九
月
の
南
紀
男
山
焼
窯
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
、
民
間
資
本
が

導
入
さ
れ
、
藩
財
政
の
負
担
を
軽
く
す
る
一
方
、
仁
井
田
好
古
が
「
富

国
存
念
書
」
に
お
い
て
、
力
説
し
た
よ
う
に
、
そ
の
製
品
の
流
通
経
路

を
藩
御
仕
入
方
が
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
庫
へ
の
収
入
を
確
実

な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
南
紀
男
山
焼
窯
の

経
営
者
に
し
て
み
れ
ば
、
製
品
の
販
路
が
、
藩
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て

い
る
以
上
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
保
護
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
明
治
維
新
を
む
か
え
る
と
、
南
紀
男
山
焼
窯
は
和
歌
山
藩

の
開
物
局
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を

見
る
と
き
、
治
宝
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
南
紀
男
山
焼
窯
は
、
そ
の

後
、
終
始
藩
財
政
の
再
建
の
一
端
を
担
い
つ
つ
、
財
政
当
局
の
保
護
の

も
と
に
経
営
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
小
稿
は
南
紀
男
山
焼
窯
の
推
移
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
開
窯
の
契
機
に
第
十
代
治
宝
と
い
う
個
性
豊
か
な
人
物
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
「
愚
意
存
念
書
」
の
記
述
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
指
摘

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
藩
財
政
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
経
営
に
つ
い
て
も
、
終
始

後
者
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
南
紀
男
山
焼
窯
が
、
一
般
的
に
崎
山
利
兵
衛
の
死
去
を

契
機
と
す
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
開
窯
に
際
し
て
、

治
宝
と
い
う
個
性
以
外
に
、
藩
財
政
と
い
う
要
因
が
存
在
し
た
こ
と
を

理
解
し
得
た
今
、
廃
窯
に
際
し
て
も
崎
山
利
兵
衛
と
い
う
個
性
の
死
以

外
に
何
か
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
維
新
後
も
南
紀
男
山
焼
窯
の
経
営
を
、
開
物
局
に
管
轄
さ
せ
て

い
た
こ
と
を
見
る
と
き
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
紀
州
藩
（
和
歌
山
藩
）

財
政
と
の
関
係
が
、
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
ぺ
き
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
紀
男
山
焼
窯
の
経
営
は
、

藩
財
政
当
局
の
保
護
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

明
治
四
年
に
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、
藩
財
政
は
事
実
上
解
体
し
、
か

む
す
び
に
か
え
て
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わ
っ
て
中
央
派
遣
官
で
あ
る
県
知
事
の
指
揮
の
下
に
、
政
府
財
政
と
直

結
し
た
県
財
政
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
い
た
っ
て
、
南
紀

男
山
焼
窯
の
経
営
は
は
じ
め
て
官
（
藩
）
の
保
護
を
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
後
は
ま
っ
た
＜
崎
山
利
兵
衛
の
個
人
経
営
的
な
形
態
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
南
紀
男
山
焼
窯
が
明
治
四
年
に
藩

の
保
護
を
喪
失
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
後
明
治
八
年
に
こ
れ
を
も
ち
こ
た
え
て
い
た
崎
山
利
兵
衛
と
い
う
個

性
を
喪
失
し
た
た
め
、
明
治
―
一
年
の
廃
窯
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①
石
村
賢
次
郎
「
紀
伊
古
陶
磁
概
説
」
（
『
紀
伊
郷
土
』
一
五
）

③
西
本
正
治
「
紀
州
の
三
大
窯
」
（
和
歌
山
城
『
紀
州
三
大
窯
展
』
目
録
）
。

な
お
、
既
往
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
田
中
重
雄
「
南
紀

男
山
焼
に
つ
い
て
」
（
『
紀
州
の
歴
史
と
文
化
』
）
が
あ
る
。

③
『
和
歌
山
県
史
』
人
物
編

④
石
村
賢
次
郎
「
紀
州
男
山
窯
の
新
文
献
」
（
『
焼
も
の
趣
味
』
四
ー
―
一
）

の
紹
介
史
料
に
よ
る
。

⑤
高
嶋
雅
明
『
和
歌
山
県
の
百
年
』
の
う
ち
、
「
明
治
二
年
の
藩
政
改
革
」

に
よ
る
。

⑥
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
史
料
一
所
収

⑦
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
史
料
一
の
史
料
解
説
に
よ
る
。

⑧
加
藤
唐
九
郎
編
『
原
色
陶
器
大
辞
典
』

（注）

付
記

⑨
「
文
政
六
年
組
中
順
気
模
様
荒
こ
こ
ろ
覚
」
（
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
史
料

三
）
な
ど
に
、
「
奥
ノ
方
の
大
将
御
町
奉
行
衆
次
金
沢
弥
右
衛
門
」
と
み
え

る。

⑩
『
和
歌
山
市
史
』
第
二
巻
の
第
四
章
第
三
節
の
5
「
西
浜
御
殿
と
美
術
工

芸
」
（
和
高
伸
二
担
当
）

⑪
中
村
貞
史
「
高
松
焼
窯
に
つ
い
て
」
（
和
歌
山
県
立
博
物
館
『
南
紀
高
松

焼
』
図
録
）
、
田
中
敬
忠
「
南
紀
高
松
焼
と
そ
の
窯
跡
」
（
『
紀
州
今
昔
』
）

⑫
『
和
歌
山
市
史
』
第
二
巻
の
第
六
章
第
四
節
の
3

「
西
浜
御
殿
に
集
う
人

々
」
（
笠
原
正
夫
担
当
）

⑬
中
村
貞
史
「
南
紀
男
山
焼
に
つ
い
て
」
（
和
歌
山
県
立
博
物
館
『
南
紀
男

山
焼
』
図
録
）

⑭
治
宝
の
死
亡
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
『
南
紀
徳
川
史
』
に
よ
る
と
翌
年
正

月
二

0
日
で
あ
る
。

⑮
滝
本
誠
一
纏
『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
五
所
収

⑯
滝
本
誠
一
「
富
国
存
念
書
」
（
滝
本
前
掲
書
所
収
の
解
題
）

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
小
田
誠
太
郎
・
和
歌

山
県
立
風
土
記
の
丘
管
理
事
務
所
中
村
貞
史
の
両
氏
か
ら
、
多
大
な
助
言

を
い
た
だ
い
た
。

（
和
歌
山
市
教
育
委
員
会
主
幹
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