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は
じ
め
に

本
書
は
、
横
濱
叢
書
第
四
輯
「
舌
栗
毛 

保
土
ヶ
谷
め
ぐ
り
」（
昭
和
八
年
・

横
濱
郷
土
史
研
究
会
刊
）
の
写
本
で
す
。

「
保
土
ヶ
谷
め
ぐ
り
」
は
、
保
土
ヶ
谷
の
郷
土
史
に
つ
い
て
書
か
れ
た
諸
本

の
中
で
も
最
も
簡
潔
で
分
か
り
易
く
、
わ
ず
か
な
時
間
で
保
土
ヶ
谷
の
歴
史

や
伝
承
が
一
読
で
き
る
た
い
へ
ん
重
宝
な
本
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
本
の
存
在
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
原
本
は

印
刷
が
古
く
活
字
も
小
さ
く
極
め
て
読
み
に
く
い
体
裁
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
「
保
土
ヶ
谷
め
ぐ
り
」
が
よ
り
多
く
の
区
民
に
読
ま
れ
、
郷
土
の

歴
史
に
対
す
る
関
心
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
写
本
を
作
成

し
ま
し
た
。

　

写
本
作
成
に
あ
た
り
、

　
　

漢
字
は
で
き
る
限
り
常
用
漢
字
に
改
め
ま
し
た
。

　
　

旧
仮
名
遣
い
を
新
仮
名
遣
い
に
改
め
ま
し
た
。

　
　

読
み
や
す
く
す
る
た
め
一
部
ふ
り
が
な
を
付
け
ま
し
た
。

　
　

題
字
や
文
中
の
写
真
は
そ
の
ま
ま
複
写
し
ま
し
た
。

　
　

退
色
の
著
し
い
表
紙
の
版
画
絵
（
広
重
）
は
別
途
複
写
し
ま
し
た
。

　
　

巻
末
の
参
考
資
料
や
年
表
は
省
略
し
ま
し
た
。

 

平
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太
郎
冠
者
、
次
郎
冠
者
旅
の
よ
そ
お
ひ
し
て

こ
れ
は
此
の
あ
た
り
に
住
む
太
郎
冠
者
と
「
次
郎
冠
者
で
ご
ざ
る
。

今
日
は
頼
う
た
御
方
、
い
や
こ
ゝ
ろ
よ
う
御
許
さ
れ
た
に
よ
っ
て
、

「
両
人
こ
れ
よ
り
保
土
ヶ
谷
一
見
に
出
で
ば
や
と
存
ず
る
。「
い
か

に
次
郎
冠
者
、
息
杖
の
代
り
と
す
る
竹
の
葉
の
滴
り
を
忘
れ
ま
い

ぞ
、「
支
度
が
よ
く
ば
さ
あ
出
か
け
よ
う
ぞ
、「
さ
あ　
　
　
　

「
さ
あ

　

道
引　
　

濡
れ
て
ほ
す
山
路
の
菊
の
露
の
ま
に　
　
　

　

千
年
の
い
の
ち
延
ぶ
る
な
る
、
秋
は
こ
と
さ
ら
面
白
そ
う
、

　

野
坂
を
越
え
て
も
み
ぢ
す
る
、
昔
を
し
の
ぶ
よ
す
が
ぞ
と
、

　

と
り　
　

語
る
道
す
が
ら
、
は
や
保
土
ヶ
谷
に
着
き
に
け
り
、

　

は
や
保
土
ヶ
谷
に
つ
き
に
け
り
。
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太た
ろ
う
か
じ
ゃ

郎
冠
者　
「
昔
の
道
中
の
よ
う
に
水
み
ず
さ
か
ず
き
盃
も
な
け
れ
ば
脚き
ゃ
は
ん袢
草わ
ら
じ鞋
も
不
必
要
、
千
里
一

瞬
の
間ま

に
往
来
す
る
の
も
昭
和
聖せ
い
だ
い代
の
あ
り
が
た
さ
だ
。
さ
あ
洪
福
寺
前
、
電
車
停

留
所
だ
、
下お

り
よ
う
。
初
め
か
ら
文
句
を
い
う
の
じ
ゃ
な
い
が
、
保
土
ヶ
谷
区
に
は

電
車
線
路
は
一
つ
も
な
い
」

次じ
ろ
う
か
じ
ゃ

郎
冠
者　
「
昔
な
ら
さ
し
ず
め
保
土
ヶ
谷
宿
領り
ょ
う
ぶ
ん
分
の
入
口
、
即
ち
見み
つ
け付
へ
来
た
こ
と

に
な
る
ん
だ
ね
。
そ
こ
で
太
郎
冠
者
、
こ
れ
か
ら
保
土
ヶ
谷
一
見
と
出
掛
け
る
前
に
、

現
勢
を
知
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
一ち
ょ
っ
と寸
説
明
し
て
貰
い
た
い
ね
」

太
「
今
の
保
土
ヶ
谷
区
の
広
さ
は
、
東
西
一
里
三
町
三
十
間
（
四
．
三
○
六
㎞
）
南
北

二
十
六
町
十
二
間
（
二
．
八
三
二
㎞
）
周
囲
が
六
里
三
十
二
町
（
二
七
．
○
二
三
㎞
）

で
面
積
が
一
．
二
三
方
里
（
一
八
．
九
七
一
平
方
㎞
）
だ
。
横
浜
市
全
面
積
が
八
．

六
八
方
里
（
一
三
三
．
八
六
七
平
方
㎞
）
あ
る
か
ら
比
率
一
割
四
分
に
当
り
、
即
ち

五
区
中
の
第
四
位
と
な
る
わ
け
だ
。
位
置
は
誰
も
知
っ
て
る
通
り
、
市
の
西
部
を
占

め
て
北
は
都つ
づ
き
ぐ
ん
筑
郡
新に
い
は
り
む
ら

治
村
と
神
奈
川
区
へ
、
東
は
神
奈
川
区
と
中
区
に
連
り
、
西
は

都
筑
郡
二
俣
川
村
及
都
岡
村
に
、
南
は
中
区
と
鎌
倉
郡
川
上
村
に
接
す
る
、
と
こ
う

な
る
の
だ
」

次
「
成
る
ほ
ど
。
序つ
い

で
に
一ち
ょ
っ
と寸
此こ

の
区
の
史
的
変
遷
を
聞
き
た
い
ね
」

太
「
尤
も
っ
と
も
な
註
ち
ゅ
う
も
ん文
だ
が
、
詳く
わ

し
く
言
っ
て
る
と
日
が
暮
れ
る
。
今
流
行
の
大
ス
ピ
ー
ド

で
話
そ
う
。
四（
平
成
十
七
年
か
ら
五
二
〇
年
程
前
）

百
五
十
年
程
以
前
は
小
田
原
の
北
条
早
雲
の
所
領
で
あ
っ
た
。
徳
川

氏
の
世
に
な
っ
て
か
ら
は
其
の
直ち
ょ
っ
か
つ
ち

轄
地
と
な
っ
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
。
徳
川
家
康

が
東
海
道
の
往お
う
か
ん還
を
開
い
て
か
ら
、
慶
け
い
ち
ょ
う
　長
六　（
一
六
〇
一
）

年
に
は
伝て
ん
ま馬
の
継
つ
ぎ
し
ゅ
く宿
と
な
り
、
慶
け
い
あ
ん
　安

元
（
一
六
四
八
）
年
に
は
街
道
を
大だ
い
た
い体
現げ
ん
こ
ん今
の
よ
う
に
定
め
た
。
此こ

の
地
は
榛は
ん
が
や
ヶ
谷
御み
く
り
や
し
ょ
う

厨
庄
に
属
し

て
、
旧
本
陣
軽か
る
べ部
三
郎
氏
の
家
に
残
る
慶
け
い
ち
ょ
う長
十
（
一
六
〇
九
）
四
年
の
水
み
ず
ち
ょ
う帳
に
此
の
名
称
が
載
っ

て
る
筈
だ
。
明（
一
八
七
一
）

治
四
年
神
奈
川
県
の
管
轄
、
六
（
一
八
七
三
）
年
の
区
制
制
定
で
第
二
大
区
第
一

小
区
に
編
入
、
十（

一
八
七
八
）

一
年
の
郡
区
町
村
編
成
に
は
横
浜
区
の
管
内
に
あ
っ
た
岡
野
新

舌
栗
毛　

保
土
ヶ
谷
め
ぐ
り

 
 

 
 

 

　
　
　
　
（
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
道
中
問
答
）



-6-

田
を
編
入
、
保
土
ヶ
谷
四
ヶ
町
岡
野
新
田
組
合
と
改
称
し
て
橘た
ち
ば
な
ぐ
ん

樹
郡
に
属
し
た
。
明

治
二（
一
八
八
九
）

十
二
年
が
市
町
村
制
実
施
の
時
、
保
土
ヶ
谷
区
と
更
め
ら
れ
て
新
た
に
宮
川
・

矢
崎
の
二
ヶ
村
合
併
、
保
土
ヶ
谷
町
外
二
ヶ
村
組
合
と
な
っ
た
。
三（
一
九
〇
一
）

十
四
年
に
岡

野
新
田
は
横
浜
市
に
編
入
、
四（
一
九
〇
九
）

十
二
年
に
は
組
合
を
廃
し
て
保
土
ヶ
谷
町
と
改
称
、

四（
一
九
一
一
）

十
四
年
今
井
川
以
東
、
岩
間
町
の
一
部
を
横
浜
市
に
編
入
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
四
月
一

日
に
横
浜
の
隣
接
二
町
七
ヶ
村
が
合
併
さ
れ
て
、
こ
こ
に
都
筑
郡
西
谷
村
と
一
緒
に

市
の
仲
間
入
を
し
、
此
の
年
の
十
月
一
日
区
制
施
行
で
旧
町
の
区
域
を
十
三
ヶ
町
に
、

旧
西
谷
村
の
区
域
を
二
ヶ
町
に
区
画
し
て
今
の
保
土
ヶ
谷
区
と
な
っ
た
の
だ
。
い
わ

れ
と
い
っ
ば
、
ま
づ
此
の
通
り
」

次
「
芝
居
掛
り
で
来
た
ね
。

も
う
少
し
昔
の
こ
と
を
聞

き
た
い
も
ん
だ
、
僕
も

一
番
富と
が
し
さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

樫
左
衛
門
尉
を
気

取
っ
て
、
事
の
つ
い
で
に

問
い
申
さ
ん
と
ゆ
く
か
ね
」

太
「
妙
な
声
を
出
し
ち
ゃ
あ

い
け
な
い
人
が
笑
う
よ
。

　

こ
の
保
土
ヶ
谷
の
地
が

太た
い
こ古
未
開
の
頃
か
ら
早
く
開
け
て
、
所い
わ
ゆ
る謂
原
住
民
族
が
こ
の
あ
た
り
の
山
野
を
か
け

廻め
ぐ

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
今
日
で
も
出
る
沢
山
の
石
器
や
土
器
が
立
派
に
之
を

証
拠
立
て
て
い
る
。
そ
の
後
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
を
は
じ
め
と
し
て
度
々
の
東と
う
せ
い征
で
、
こ
の

辺あ
た

り
に
も
皇こ
う
か化
が
沾
う
る
お
い
文
化
の
曙し
ょ
こ
う光
が
照
っ
て
、
大
和
民
族
の
移
住
が
追お
い
お
い々

と
増
し

て
来
た
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
下
っ
て
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
時
代
に
か
け
て
は
、
例
の

地
方
制
度
の
整
備
、
交
通
の
発
達
、
其
の
他
文
化
的
諸
設
備
の
発
達
で
、
此
の
地
方

の
往
来
も
相
当
に
頻ひ
ん
ぱ
ん繁
に
な
っ
て
来
た
。
和
わ
み
ょ
う
し
ょ
う

名
鈔
に
あ
る
幡は
た
の
や
ご
う

屋
郷
は
、
恐お
そ

ら
く
は
こ

の
保
土
ヶ
谷
辺あ
た

り
を
含
む
地
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
え
る
。
交
通
の
便
は
よ
し
、
五
穀

は
豊
穣
、
住
民
は
敬
神
の
念
が
厚
い
、
三
拍
子
揃そ
ろ

っ
た
此
の
地
が
伊
勢
大
神
宮
の

保土ヶ谷区役所
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御ご
り
ょ
う領
と
し
て
寄き
し
ん進
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
当
然
の
事
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ

が
世
に
榛は
ん
が
や
み
く
り
や

谷
御
厨
と
称と
な

え
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
の
御み
く
り
や厨
か
ら
毎
年
白は
く
ふ布
三
十
疋ぴ
き

が

神
宮
に
献
ぜ
ら
れ
た
の
だ
。
神ご
う
ど戸
の
神し
ん
め
い
し
ゃ

明
社
は
そ
の
時
に
建
こ
ん
り
ゅ
う立
さ
れ
た
誠
に
由
緒
深

い
宮
で
あ
る
の
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
頼よ
り
と
も朝
の
鎌
倉
時
代
と
な
っ
て
此
の
地
は
榛は
ん
が
や
し
谷
氏
の

支
配
と
な
り
、
榛
谷
氏
が
没
落
し
て
か
ら
可か

な
り
の
変
転
は
あ
っ
た
が
、
南
北
朝

時
代
に
は
西さ
い
お
ん
じ
け

園
寺
家
の
所
し
ょ
り
ょ
う領
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
下
っ
て
室
町
時
代
に
な
る
と
、

記
録
が
は
っ
き
り
分
か
る
様
に
な
っ
て
来
た
。
永（
一
五
五
八
～
六
九
）

録
年
間
の
小
田
原
北
條
分ぶ
ん
げ
ん
ち
ょ
う

限
帳

に
保
土
ヶ
谷
の
地
名
が
出
て
来
る
。
此
の
事
か
ら
磯
貝
正
君
が
、
保
土
ヶ
谷
の
地
名

が
幡は
た
の
や谷
の
郷ご
う
め
い名
か
ら
榛は
ん
が
や谷
の
庄
し
ょ
う
め
い名
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
保
土
ヶ
谷
と
い
う
地
名

が
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
、
本
（
一
九
三
三
）
年
の
春
保
土
ヶ
谷
区
役
所
で
史し
だ
ん談
会
が
あ
っ
た
時
大

い
に
頑
張
っ
て
居
た
っ
け
。
僕
も
此
の
点
に
は
賛
意
を
表
す
る
よ
。
そ
れ
か
ら
天
て
ん
し
ょ
う正

十
（
一
五
九
〇
）
八
年
徳
川
家
康
が
関
東
に
封ふ

を
移
し
て
か
ら
の
事
は
前
に
云
っ
た
通
り
だ
。
ま

あ
保
土
ヶ
谷
の
史
的
概
観
と
い
え
ば
こ
ん
な
も
ん
だ
」

次
「
よ
く
分
か
っ
た
、
い
わ
れ
を
聞
け
ば
あ
り
が
た
や
だ
が
、
昔
の
保
土
ヶ
谷
は
宿
屋

が
七
十
幾
軒
か
あ
っ
て
、
上
り
下
り
の
客
や
馬
、
非
常
に
賑
や
か
な
も
ん
だ
っ
た
こ

と
は
名
所
図ず
　
え会
の
絵
や
版
画
な
ど
で
見
て
も
よ
く
想
像
さ
れ
る
。
今
か
ら
考
え
る
と

ま
る
で
夢
の
よ
う
だ
ね
」

太
「
ち
ょ
う
ど
君
と
僕
と
を
昔
に
か
え
し
た
弥や
じ
き
た

次
北
の
膝ひ
ざ
く
り
げ

栗
毛
に
も
、
程
ヶ
谷
の
情
じ
ょ
う
ち
ょ
う調

が
表
わ
れ
て
い
る
。
二
人
が
宿
へ
か
か
る
と
留
と
め
お
ん
な女
が
大
勢
出
て
来
て
沢
山
の
客
を
引

張
る
。
そ
こ
で
弥や
じ次
が

　
　
　

お
泊
ま
り
は
よ
い
程
ヶ
谷
と
と
め
女
、
戸
塚
ま
で
は
離
さ
ざ
り
け
り

　

な
ど
と
洒し
ゃ
れ落
て
る
じ
ゃ
な
い
か
」

次
「
さ
あ
そ
ろ
そ
ろ
歩
き
な
が
ら
話
そ
う
。
天
王
町
の
方
へ
向
か
っ
て
行
こ
う
か
。
昔

の
見み
つ
け付
は
今
の
天
王
町
三
九
五
六
番
地
の
所
に
あ
っ
た
。
宿
し
ゅ
く
や
く
に
ん

役
人
な
ど
が
此こ
の

見
付
で

大
名
や
高こ
う
き貴
な
方
々
を
迎
え
た
と
い
う
か
ら
ね
夢
だ
ね
。
見
付
か
ら
少
々
来
た
ば
か

り
で
此
の
賑
や
か
な
こ
と
は
驚
く
ね
。
通
り
も
広
い
し
町
並
も
美
し
い
し
い
か
に
も

保
土
ヶ
谷
銀
座
と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
る
」
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太
「
町
が
繁
昌
す
る
と
す
ぐ
何
々
銀
座
と
来
る
。
俺
は
あ
れ
は
嫌
い
だ
。
歴
史
的
に
見

て
も
無ぶ
ふ
う
り
ょ
う

風
流
だ
ろ
う
。
し
か
し
銀
座
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
銀
貨
を
落
と
す
処
と
こ
ろ
だ
か

ら
ま
あ
勘か
ん
べ
ん弁
は
し
て
や
る
」

次
「
あ
は
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
昔
は
田た
ん
ぼ甫
で
蛙
か
え
る
が
泳
ぐ
天
然
プ
ー
ル
だ
っ
た
の
が
、
富ふ
じ
ぼ
う

士
紡
が

出
現
し
た
お
陰
で
、
忽
た
ち
ま
ち
こ
う
し
た
繁は
ん
か華
の
地
と
変
っ
た
の
だ
。
あ
の
突
当
り
が
富

士
紡
保
土
ヶ
谷
工
場
、
男
女
三
千
百
三
十
七
人
を
使
う
と
い
う
か
ら
凄す
ご

い
な
あ
。
元

の
海か
い
ど
う道
へ
戻も
ど

っ
て
十
数
間け
ん

来
る
と
左
側
に
鎮ち
ん
じ
ゅ守
の
橘た
ち
ば
な
じ
ん
じ
ゃ

樹
神
社
が
あ
る
、
石
鳥
居
を

潜く
ぐ

っ
て
参
拝
し
よ
う
」

太
「
御お
ん
し
ゃ社
は
震
災
後
の
造ぞ
う
え
い営
だ
が
実
に
立
派
だ
。
区
内
第
一
の
壮
麗
だ
ろ
う
。
祭
神
は

素す
さ
の
う
の
み
こ
と

盞
鳴
尊
、
次じ
ろ
う
か
じ
ゃ

郎
冠
者
此
の

お
社
や
し
ろ
の
い
わ
れ
を
知
っ
て
い

る
か
」

次
「
能の
う
べ
ん弁
比
類
無
き
太た
ろ
う
か
じ
ゃ

郎
冠
者

の
こ
と
な
れ
ば
、
拙せ
つ

に
代
わ
っ

て
お
願
い
申
す
」

太
「
へ
ん
に
賞ほ

め
る
な
よ
。

文ぶ
ん
じ治
二
（
一
一
八
六
）
年
京
都
の
祇ぎ
お
ん
し
ゃ
園
社

か
ら
分ぶ
ん
れ
い霊
を
勧か
ん
じ
ょ
う請
、
往い
に
し
え古
は

宮
ヶ
坂
と
い
う
処
と
こ
ろ
に
在
っ
た
の
を
万ま
ん
じ治
三
（
一
六
六
〇
）
年
海
道
の
開
通
と
同
時
に
即
ち
こ
の
地

に
遷せ
ん
ざ座
し
奉ま
つ

る
。
以
来
帷
子
宿
の
鎮
守
と
し
て
崇す
う
け
い敬
日
に
月
に
加
わ
っ
た
が
、
火
の

禍わ
ざ
わ
いあ
っ
て
む
ざ
ん
や
焼
失
、
天て
ん
ぽ
う保
十
（
一
八
四
二
）
三
年
時
の
代
官
関
保
右
衛
門
、
名
主
の
刈
部

清
兵
衛
以
下
に
謀は
か

っ
て
相
州
大
山
の
大
工
棟と
う
り
ょ
う梁
八
十
八
代
手
中
明
王
太
郎
忌
部
敏

景
に
命
じ
て
再さ
い
こ
う興
し
た
。
そ
の
時
の
費
用
一
千
二
百
両
と
あ
る
。
こ
の
記
念
碑
を
見

給
え
。
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
九
月
の
建
立
だ
が
、
こ
れ
は
明
治
天
皇
御ご
て
ん
と

奠
都
の
砌
み
ぎ
り
、
内な
い
し
ど
こ
ろ

侍
所

奉ほ
う
あ
ん
で
ん

安
殿
を
造
営
せ
ら
れ
た
世
に
も
尊
い
聖せ
い
せ
き蹟
な
の
だ
。
こ
れ
を
記
念
し
た
碑ひ
せ
き石
だ
よ
」

次
「
尊
い
遺い
せ
き蹟
だ
。
さ
て
此
の
宮
の
御ご
し
ん
た
い
神
体
が
川
か
ら
上
が
っ
た
と
い
う
伝
説
も
あ
る

と
い
う
ね
」

明治天皇東幸遺跡碑
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太
「
あ
る
。
も
と
仏
向
村
の
淺せ
ん
げ
ん
ほ
う
じ

問
寶
寺
に
鎮
座
し
た
と
い
う
が
、
度
々
戦
い
く
さ
で
寺
が
破は
き
ゃ
く却

さ
れ
、
神し
ん
た
い体
は
帷
子
川
へ
飛
入
っ
て
穢け
が

れ
た
時
を
お
忍し
の

び
に
な
る
。
流
れ
流
れ
て
此

の
川
岸
へ
着
い
た
の
を
、
御ご
た
く
せ
ん
託
宣
あ
っ
て
取と
り

揚あ

げ
て
祀ま
つ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
其
の

因い
ん
ね
ん縁
か
ら
神か
み
あ
が
り
た

上
り
田
の
小こ
あ
ざ字
も
あ
る
の
だ
」

次
「
神
体
が
上
が
っ
て
神
上
が
り
田
の
説
明
も
さ
る
事
な
が
ら
、
僕
は
此
の
神
へ
捧
げ

る
新し
ん
こ
く穀
、
即
ち
供く
ま
い米
を
作
る
神か
ん
だ田
だ
ろ
う
と
考
え
る
ね
。
ど
う
だ
ろ
う
」

太
「
恐
ら
く
そ
れ
が
真
実
だ
ろ
う
よ
。
そ
れ
か
ら
神
体
の
正
面
に
向
う
と
神し
ん
ぞ
う像
か
ら
烈は
げ

し
い
光
が
さ
し
て
拝
ま
れ
な
い
、
強
い
て
拝
も
う
と
す
る
と
打う
ち
た
お倒
れ
る
、
そ
れ
ほ
ど

荒あ
ら
が
み神
な
の
だ
。
そ
こ
で
後
う
し
ろ
む
き向
に
安あ
ん
ち置
さ
れ
た
な
ど
は
全
く
類る
い

の
無
い
話
だ
ろ
う
。
始

め
三
人
の
百
姓
が
拾
い
あ
げ
た
因
縁
で
、
宮
の
立
替
え
や
其
の
外
の
場
合
に
は
此
の

三
人
の
子
孫
が
式
を
行
う
事
に
極き

め
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
」

次
「
荒あ
ら
が
み神
だ
ね
。
も
し
外ほ
か

の
者
が
や
る
と
打
倒
さ
れ
る
だ
ろ
う
ね
。
さ
あ
こ
れ
が
帷
子

橋
か
。
江え
ど
め
い
し
ょ
ず
え

戸
名
所
図
会
以
来
の
お
馴な
じ
み染
だ
け
に
姿
す
が
た
か
た
ち
形
は
変
わ
っ
て
も
ど
う
も
懐な
つ

か
し

い
ね
」

太
「
太
田
持も
ち
す
け資
の
歌
に

　

 　
　

日
ざ
か
り
は
片
肌
ぬ
ぎ
て
旅
人
の
、
汗
水
に
な
る
帷
子
の
里

　
　

道
ど
う
こ
う
じ
ゅ
ん
こ
う

興
准
后
は
廻か
い
こ
く
ざ
っ
き

國
雑
記
の
中
で

　

 　
　

い
つ
来
て
か
旅
の
衣
を
か
へ
て
ま
し
、
風
う
ら
寒
き
帷
子
の
里

　
　

と
詠よ

ん
で
い
る
。
又
、
澤た
く
あ
ん
ぜ
ん
じ

庵
禅
師
は

　

 　
　

地じ
し
ろ白
な
る
霜
の
あ
し
た
は
い
か
な
ら
ん
、
夏
ぞ
き
て
見
む
帷
子
の
里

　
　

と
諷ふ
う
え
い詠
し
た
。
其
お
も
い
や
り
が
い
い
ね
」

次
「
俺
な
ら
ば
こ
う
や
る
。

　

 　
　

帷
子
の
う
す
き
も
の
さ
へ
無
き
我
も
、
ほ
ど
が
や
す
い
と
廻
る
世
の
中
」

太
「
つ
ま
ら
な
い
洒し
ゃ
れ落
は
止よ

し
給
え
。
此
の
帷
子
川
は
都
筑
郡
の
白
根
辺
り
か
ら
出
て

横
浜
駅
附
近
で
海
に
入
る
が
、
昔
の
川か
し
ん身
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
流
れ
た
為
に
、
沿
岸

に
田
畑
を
持
つ
百
姓
は
毎
年
の
よ
う
に
水
害
を
蒙
こ
う
む

っ
た
、
そ
こ
で
川か
わ
ぶ
し
ん
普
請
を
歎た
ん
が
ん願

し
て
享
き
ょ
う
ほ
う保
十
（
一
七
三
一
）
六
年
に
川
幅
を
拡
げ
る
と
同
時
に
、
川か
し
ん身
を
真
直
ぐ
に
改
修
し
た
の
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で
一
時
は
水
害
を
被
こ
う
む
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
天
（
一
七
八
一
～
一
七
八
九
）

明
年
間
に
は
押
し
流
さ
れ
て
出
る

山や
ま
ど
し
ゃ

土
砂
の
為
に
河か
し
ょ
う床
が
埋
ま
り
、
享
保

以
前
と
同
じ
状
態
に
な
っ
た
の
で
又
々
歎

願
騒
ぎ
だ
。
時
の
代
官
伊
奈
半
左
衛
門
が

察さ
っ
ち知
し
て
官
費
で
以
て
河か
し
ょ
う床
の
浚し
ゅ
ん
せ
つ渫
を

や
っ
た
か
ら
ず
っ
と
水
の
暴
れ
る
の
も
止

ま
っ
た
と
い
う
事
だ
」

次
「
し
て
見
る
と
な
か
な
か
手
数
の
掛
っ
た

川
だ
ね
。
橋
を
渡
っ
て
左
に
見
え
る
の
は
、

あ
れ
が
保
土
ヶ
谷
区
役
所
だ
」

太
「
右
へ
出
て
星
川
町
へ
通
ず
る
道
路
を
行

こ
う
。
約
一
町
程
先
に
ほ
ら
老ろ
う
さ
ん杉
鬱う
っ
そ
う蒼
と
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
れ

が
神ご
う
ど戸
の
神
明
社
だ
。
こ
れ
は
頗
す
こ
ぶ
る
古
い
歴
史
の
あ
る
社
や
し
ろ
で
、
天て
ん
ぶ
ん文
二（
一
五
五
五
）

十
四
年
の

縁え
ん
ぎ起
に
天て
ん
ろ
く禄
元（
九
七
〇
）年
伊
勢
大
神
宮
が
武ぶ
し
ゅ
う
み
く
り
や
し
ょ
う
は
ん
が
や
の
み
ね

州
御
厨
庄
榛
谷
の
峯
に
影よ
う
ご
う向
あ
り
、
そ
れ
か

ら
川
井
へ
又
二
俣
川
へ
と
遷せ
ん
ざ座
、
更
に
下
保
土
ヶ
谷
宮み
や
ば
や
し
林
な
る
地
に
移
っ
た
の
で

八や
さ
か坂
に
祀ま
つ

っ
た
が
、
嘉か
ろ
く禄
元
（
一
二
二
五
）
年
に
神し
ん
た
く託

あ
っ
て
今
の
神ご
う
ど戸
に
神し
ん
め
い明
の
下げ
ぐ
う宮
を
建

て
、
別べ
っ
と
う
じ
当
寺
を
満（
満
福
寺
の
誤
）

願
寺
と
名
づ
け
た
云う
ん
ぬ
ん々

と
あ
る
か
ら
、
少
々
混
雑
は
し
て
い
る
が

兎と
も
か
く
も
角
歴
史
が
古
く
て
昔
か
ら
信
仰
の
厚

か
っ
た
事
が
分
る
。
今
の
社
殿
は
明
治
天

皇
御ご
と
う
こ
う
東
行
の
御お
お
ん
と
き時
、
軽
部
清
兵
衛
宅
地
内

に
鳳ほ
う
れ
ん輦
奉ほ
う
ち
し
ょ
置
所
を
造
営
せ
ら
れ
た
そ
の
材

料
を
、
此
社
の
修
繕
料
に
と
下か
　
し賜
せ
ら
れ

た
と
あ
る
。
こ
の
一
時
で
も
注
意
す
る
価

値
が
あ
る
」

帷　子　橋神 戸 の 神 明 社
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次
「
一い
っ
ぱ
い拝
し
て
元
来
た
と
こ
ろ
へ
戻
る
と
、
神
社
か
ら
鳥
居
に
向
っ
て
右
方
の
民
家
の

あ
る
辺
り
が
即
ち
満ま
ん
が
ん
じ
願
寺
の
跡
と
聞
い
た
」

太
「
う
ん
そ
の
通
り
。
も
う
真
言
宗
香こ
う
ぞ
う
い
ん

象
院
の
前
へ
来
た
。
創
立
は
年
代
不
明
と
あ
る

が
、
天
て
ん
し
ょ
う
　正
十
（
一
五
八
三
）
一
年
忠
秀
法
印
が
中
ち
ゅ
う
こ
う興
し
た
と
い
う
か
ら
相
当
に
古
い
。
今
回
の
展

覧
会
に
出
品
さ
れ
て
る
鎌
倉
時
代
の
紺こ
ん
じ
き
ん
で
い

地
金
泥
の
大
だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

般
若
経
五
百
六
十
の
巻ま
き

が
発
見

さ
れ
て
呼よ
び
も
の物
の
一
つ
に
な
っ
て
る
か
ら
見
落
と
さ
ぬ
よ
う
に
し
よ
う
。
明
治
以
前
は

今
の
浅
間
町
の
浅
間
社
の
別
当
寺
で
、
境
内
に
神み
こ
し
ぐ
ら
輿
蔵
な
ど
も
あ
っ
た
。
袖そ
で
す
り
や
ま

磨
山
富

士
の
人ひ
と
あ
な穴
由ゆ
ら
い来
を
記
し
た
浅
間
神
社
の
縁
起
も
こ
こ
か
ら
出
し
た
も
の
だ
。
本
尊
不

動
明
王
は
慈じ
か
く
だ
い
し

覚
大
師
の
作
と
い
う
。
境
内
を
一
ひ
と
ま
わ
り廻
す
る
と
清
墨
庵
先
生
の
墓
を
は
じ

め
い
ろ
い
ろ
な
感
慨
深
い
碑ひ
せ
き石
が
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
隙ひ
ま

さ
え
あ
れ
ば
屹き
っ
と度

見
廻
る
べ
き
も
の
だ
」

次
「
垣か
き
ひ
と
え
一
重
を
隔
て
て
寺
が
あ
る
ね
。
あ
れ
は
」

太
「
浄
土
宗
の
見
光
寺
だ
。
墓
地
に
は
横
浜
地
名
案
内
の
著
者
森
田
友
昇
の
墓
が
あ

る
。
此
寺
は
寛か
ん
え
い永
六
（
一
六
二
九
）
年
の
創そ
う
そ
う剏
、
此
の
宿
の
茂
平
夫
妻
が
江
戸
深
川
の
霊
巌
寺
珂か
さ
ん山

上し
ょ
う
に
ん
人
の
許も
と

に
あ
っ
て
剃て
い
は
つ髪
し
て
名
を
道
意
、
貞
壽
と
改
め
、
上
人
か
ら
授
け
ら
れ
た

弥み
だ
ぞ
う

陀
像
を
今
の
地
に
安
置
し
て
千
日
千
夜
の
修
行
、
満
願
の
夜
に
此
の
像
か
ら
白
昼

の
如
き
光
こ
う
み
ょ
う明
が
放
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
珂
山
上
人
に
告
げ
る
と
因
縁
の
あ
る
土

地
ら
し
い
、
一
寺
を
建
立
す
べ
し
と
い
う
の
で
遂
に
一
字
を
建
て
珂か
さ
ん
い
ん
山
院
見け
ん
こ
う
じ
光
寺
と

は
い
い
名
で
は
な
い
か
」

次
「
時
々
仏
像
か
ら
白
昼
の
如
き
光
明
の
出
る
伝
説
が
あ
る
が
、
ど
う
も
昔
の
像
に
は

蓄
電
池
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
な
」

太
「
莫ば
　
か迦
な
こ
と
を
言
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
信
仰
が
深
く
な
る
と
俗
人
の
眼
に
は
映
ら

ぬ
光
明
ま
で
が
見
え
る
も
の
だ
」

次
「
成
る
程
な
、
此
の
辺あ
た

り
は
寺
が
多
い
な
、
見
光
寺
の
裏
手
山
際
に
も
あ
れ
高
く
瓦

が
聳そ
び

え
て
見
え
る
、
あ
れ
も
寺
だ
ろ
う
」

太
「
曹
洞
宗
の
神
戸
山
天て
ん
と
く
い
ん

徳
院
だ
。
天
て
ん
し
ょ
う
　正
元
（
一
五
七
三
）
年
に
保
土
ヶ
谷
の
豪
族
小
野
筑
後
守
が
華

林
榮
公
和
尚
に
帰き
　
え依
し
て
建
立
し
た
寺
だ
。
維
新
前
は
神
明
社
の
別
当
寺
を
も
兼
ね
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た
こ
と
も
あ
っ
た
。
見み
た
ま給
え
大
き
い
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
今
日
で
は
保
土
ヶ
谷
区
内
第

一
の
伽が
ら
ん藍
と
な
っ
て
い
る
。
什
じ
ゅ
う
ほ
う宝
の
中
に
地
獄
の
有あ
り
さ
ま様
を
刻き
ざ

ん
だ
の
が
あ
る
が
、
幾

代
前
か
の
住
職
の
手
に
成
っ
た
と
か
で
何
れ
寺
の
事
だ
か
ら
彼ひ
が
ん
え

岸
会
の
時
な
ど
は
盛

ん
に
勧
か
ん
ぜ
ん
ち
ょ
う
あ
く

善
懲
悪
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
本ほ
ん
ぞ
ん尊
は
地
蔵
菩
薩
、
そ
の
腹
は
ら
ご
も
り籠
と
し
て

一（
五
．五
㎝
）

寸
八
分
の
雲う
ん
け
い慶
作
の
地
蔵
尊
が
納
め
ら
れ
る
、
こ
れ
こ
そ
小
野
筑
後
守
の
甲
か
ぶ
と
の
中

に
あ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
な
、
戦
場
で
の
功
こ
う
み
ょ
う名
も
こ
の
像
に
拠よ

る
と
い
う
の
で
古
く

か
ら
崇
敬
が
厚
か
っ
た
と
い
う
。
面
白
い
ね
」

次
「
地
蔵
と
い
え
ば
温
和
な
仏
に
考
え
ら
れ
る
が
ね
、
尤
も
っ
と
も
勝し
ょ
う
ぐ
ん
じ
ぞ
う

軍
地
蔵
と
い
う
の
も
あ

る
か
ら
な
。
僕
は
又
此
の
地
蔵
尊
が
ど
う
い
う
も
の
か
餅
を
好
か
ぬ
と
い
う
伝
説
を

聞
い
て
い
る
。
寺
で
餅
を
搗つ

く
と
必
ず
住じ
ゅ
う
じ持
が
死
ぬ
と
い
う
の
は
ち
と
分
か
ら
ぬ
話

で
は
な
い
か
。
あ
る
和わ
そ
う僧
が
禁き
ん

を
破
っ
て
餅
を
搗つ

く
と
そ
の
夜
の
う
ち
に
頓と
ん
し死
し
た
。

困
っ
た
本
尊
だ
ね
」

太
「
此
の
寺
の
す
ぐ
後
の
高
台
に
も
寺
が
あ
る
よ
。
日
蓮
宗
の
妙
栄
山
大だ
い
れ
ん
じ
蓮
寺
と
い
っ

て
ね
、
山
門
の
下
に
日に
ち
れ
ん
し
ょ
う
に
ん
か
た
び
ら
の
さ
と

蓮
上
人
帷
子
里
霊　
れ
い
じ
ょ
う
場
の
標
し
る
べ
を
建
て
て
あ
る
。
上し
ょ
う
に
ん人
が

二
十
一
歳
で
鎌
倉
へ
遊
学
の
時
、
途
中
で
あ
る
民
家
に
泊
ま
る
と
其
の
家
の
子
供
が

釈し
ゃ
か迦
の
像
を
玩お
も
ち
ゃ具
の
よ
う
に
し
て
遊
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
諄
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん々と
説と
き

聞
か
せ
て
日
蓮

宗
に
改
め
さ
せ
、
其
の
像
を
持
っ
て
出
し
ゅ
っ
た
つ立
し
た
。
あ
と
で
此
の
家
が
法ほ
っ
け華
の
道
場
と

な
っ
た
が
、
宗し
ゅ
う
そ祖
第
一
の
帷
子
里
宿
泊
場
と
い
う
の
で
こ
う
し
た
標
を
建
て
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
」

次
「
昔
の
行
ぎ
ょ
う
じ
ゃ者
は
到
る
処
で
そ
ん
な
風
に
実
践
し
た
も
の
と
見
え
る
な
、
殊こ
と

に
日
蓮
は

あ
あ
し
た
強
気
の
僧
だ
っ
た
か
ら
ね
」

太
「
そ
れ
か
ら
ね
、
紀
州
南
龍
公
の
生
母
養
珠
院
お
ま
ん
の
方
が
こ
の
寺
に
詣
っ
た
時
、

宗し
ゅ
う
そ祖
の
本
像
を
寄き
し
ん進
し
た
り
、
庭
に
拓ざ
く
ろ榴
を
植
え
た
り
し
て
公
の
成
長
を
祈
ら
れ
た
、

こ
の
木
は
も
う
枯
死
し
て
今
は
若
芽
が
生
じ
て
相
当
の
も
の
に
な
っ
て
居
る
。
ま
た

檀だ
ん
ち
ゅ
う
中
か
ら
寄
進
し
た
明
み
ょ
う
ち
ん珍
作
の
甲か
っ
ち
ゅ
う冑
は
、
寺
に
は
似に
あ
わ合
し
く
も
な
い
が
稀
に
見
る

逸い
ち
も
つ物
、
確
か
に
寺
宝
と
し
て
他
へ
自
慢
す
る
価
値
は
あ
ろ
う
。
門
前
か
ら
天
徳
院
前

を
過
ぎ
て
土ど
ば
し橋
へ
行
く
迄
の
辺あ
た

り
を
古ふ
る
ま
ち町
と
い
う
が
、
万ま
ん
じ治
以
（
一
六
五
八
）
前
の
東
海
道
の
道
筋
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だ
っ
た
か
ら
こ
ん
な
名
が
残
る
の
だ
」

次
「
寺
の
門
前
か
ら
僅
わ
ず
か
に
登
る
と
広
い
坂さ
か
み
ち路
で
、
あ
あ
こ
れ
だ
桜
ヶ
丘
と
い
う
高
台
は
。

や
あ
い
か
に
も
桜
が
多
い
な
。
花
の
頃
は
横
浜
一
の
桜
の
名
所
と
い
う
が
、
こ
う
し

て
紅
葉
す
る
さ
ま
は
又
花
よ
り
も
美
し
い
。
霜そ
う
よ
う葉
二
月
の
花
よ
り
も
紅
な
り
と
い
う

の
は
此
の
事
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
寺
を
潜く
ぐ

っ
て
桜
の
名
所
だ
か
ら
一
層
気
持
ち
が
清せ
い
せ
い々

す
る
。
そ
こ
で
一
首

　

  

嬉
し
さ
も
悲
し
み
も
皆
く
く
り
ぬ
け

 
 

 
 

 
　

 

花
と
紅も
み
じ葉
の
丘
に
た
た
ず
む

太
「
あ
っ
さ
り
と
気
持
ち
よ
さ
そ
う
だ
ね
。
住
宅
が
沢
山
並
ん
で
る
、　

見
給
え
市
立

実
科
女
学
校
を
囲
ん
で
の
桜
、
そ
れ
か
ら
通
路
の
両
側
が
ト
ン
ネ
ル
に
な
っ
て
高
台

に
来
る
人
の
顔
が
皆
桜
の
色
に
な
ろ
う
と
い
う

名
所
だ
」

次
「
そ
れ
に
芳ほ
う
こ
う香
も
頓と
み

に
上
る
だ
ろ
う
し
ね
」

太
「
勿も
ち
ろ
ん論
の
事
だ
。
そ
れ
か
ら
あ
す
こ
に
見
え
る

の
が
浴よ
く
ふ
う
か
い

風
会
の
横
浜
分
園
だ
よ
。
浴
風
会
と
い

う
の
は
恩お
ん
し
き
ん
賜
金
を
は
じ
め
各か
く
み
や宮
殿で
ん
か下
の
御
下か
　
し賜

金
を
基も
と

と
し
て
、
扶ふ
よ
う
し
ゃ
養
者
の
無
い
六
十
歳
以
上

の
者
や
、
不ふ
　
ぐ具
廃は
い
し
つ疾
者
を
収
容
す
る
処
と
こ
ろ
だ
。
高

台
で
空
気
は
よ
し
、
春
は
花
、
海
も
見
え
れ
ば

富
士
も
眺
め
ら
れ
る
、
こ
ん
な
よ
い
処
で
余
生

を
送
る
事
が
出
来
る
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
有
り

難
い
事
だ
な
あ
」

次
「
僕
も
其
の
内
厄や
っ
か
い介
に
な
る
か
な
あ
ー
」

太
「
心
細
い
事
を
云
い
給た
も

う
な
。
社
会
事
業
と
い
え
ば
、
保
土
ヶ
谷
に
は
中
々
沢
山
あ

る
よ
。
不
良
少
年
を
収
容
す
る
自じ
き
ょ
う
し
ゃ

彊
舎
も
あ
れ
ば
、
肺は
い
し
つ疾
病
者
を
容い

れ
る
市
立
療
養

院
も
あ
る
。
其
の
外
ゝ
ゝ
ゝ
」

次
「
い
や
だ
い
や
だ
も
う
止
め
て
く
れ
、
だ
ん
だ
ん
滅め
い入
っ
て
了し
ま

う
。
お
寺
の
方
が
い 桜 　 ヶ 　 丘
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く
ら
良
い
か
知
れ
な
い
サ
ア
歩
こ
う
」

太
「
よ
し
、
又
お
寺
に
行
く
の
だ
よ
、
ほ
ら
坂
の
登
り
口
左
に
真
言
宗
の

医い
お
う
さ
ん
へ
ん
じ
ょ
う
じ

王
山
遍
照
寺
が
あ
る
よ
」

次
「
ち
ゃ
又
お
寺
か
。
さ
ら
ば
い
わ
れ
を
聞
き
申
そ
う
か
」

太
「
そ
う
改
ま
っ
ち
ゃ
困
る
。
貞
じ
ょ
う
が
ん
　観
十　（
八
七
六
）
八
年
に
眞
雅
僧
正
の
開か
い
そ
う創
と
い
う
か
ら
古
い

だ
ろ
う
。
本
尊
は
薬
師
如
来
、
こ
れ
は
弘
法
大
師
作
と
て
昔
仏
向
の
淺せ
ん
げ
ん
ほ
う
じ

問
寶
寺
破は
き
ゃ
く却

の
際
、
帷
子
川
へ
流
さ
れ
た
の
が
流
れ
着
い
て
や
は
り
こ
の
川
岸
で
拾
わ
れ
、
寺
の

本
尊
に
な
っ
た
と
の
伝
説
も
あ
る
。
似
た
話
だ
ね
」

次
「
よ
く
も
こ
う
似
た
も
ん
だ
。
よ
ほ
ど
川
に
縁
が
あ
っ
た
ん
だ
」

太
「
寺
と
隣
合
っ
て
程
ヶ
谷
小
学
校
、
此
の
学
校
は
又
区
内
最
古
と
い
う
事
だ
。
さ
あ

此こ
こ所
か
ら
再
び
海
道
を
出
て
あ
と
戻
り
を
し
て
見
よ
う
」

次
「
警
察
署
の
右
横
か
ら
道
を
横
切
り
、
天
徳
院
の
前
か
ら
神
明
の
門
前
、
そ
れ
か
ら

土
橋
の
付
近
へ
と
来
た
ん
だ
ね
、
此
の
間
に
は
昔
、
今
井
川
が
流
れ
て
い
た
と
い
う

で
は
な
い
か
」

太
「
そ
う
だ
。
其
の
今
井
川
に
つ
い
て
は
区
民
が
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
大
事
な
歴
史
が
あ

る
ん
だ
よ
。
と
い
う
の
は
ね
、
此
の
川
は
今
か
ら
七（
一
八
五
〇
年
ご
ろ
）

八
十
年
前
ま
で
は
保
土
ヶ
谷
の

中な
か
の
は
し
之
橋
か
ら
往
来
を
横
切
っ
て
天
徳
院
前
を
流
れ
て
帷
子
川
に
合が
っ

し
て
い
た
。
こ
う

河か
し
ん身
が
屈
く
っ
き
ょ
く曲
し
た
関
係
か
ら
二
三
日
雨
が
降
る
と
す
ぐ
氾
濫
す
る
始し
ま
つ末
、
実
に
宿
し
ゅ
く
う
ち内

の
痛い
た
ご
と事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
名
主
刈
部
清
兵
衛
（
悦え
っ
ぽ
？甫
と
い
っ
た
人
）
翁お
う

が
こ
の

難な
ん
ぎ儀
を
察
し
て
再
三
幕
府
へ
歎た
ん
が
ん願
し
た
が
、
何
せ
よ
金
が
掛
か
る
か
ら
お
い
そ
れ
と

承
知
し
な
い
。
さ
り
と
て
此
の
事
成
就
せ
ね
ば
永
久
に
水
害
を
免
れ
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
そ
こ
で
弘こ
う
か化
四
（
一
八
四
七
）
年
頃
か
ら
宿
内
の
人
々
と
相
談
し
て
此
の
費
用
を
積
立
る

こ
と
に
し
た
。
一
両
年
の
う
ち
に
百
両
余
の
金
が
出
来
た
が
、
こ
れ
で
は
到
底
四
百

間
も
あ
る
堀ほ
り
わ
り割
が
実
現
す
る
筈は
ず

は
な
い
。
そ
こ
で
中な
か
の
は
し
之
橋
を
一
度
架
替
え
す
る
金
と

二
百
両
を
二
十
年ね
ん
ぷ賦
で
貸
し
て
貰も
ら

い
た
い
と
翁
か
ら
再
び
願
出
る
、
な
か
な
か
許
可

せ
ぬ
、
幕
府
の
手
を
待
っ
て
い
て
は
新
川
は
堀
ら
れ
ぬ
か
ら
、
一い
っ
さ
い切
を
宿
内
の
費
用

で
や
ろ
う
と
決
心
し
、
遂
に
嘉か
え
い永
六
（
一
八
五
三
）
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
新
川
開か
い
さ
く鑿
を
成
功
し
た


