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「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
と
は
、
慶
応
三
（
’
八
六
七
）
年
七
月
一

（
－
）

（
２
）

四
日
か
ら
明
治
一
元
（
一
八
六
八
）
年
六
月
に
か
け
て
、
か
な
り
広
範

（
３
）

な
地
域
に
お
い
て
、
御
札
や
仏
像
等
の
降
下
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ

を
祀
り
、
祝
い
、
祭
礼
を
展
開
し
た
騒
ぎ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
現

在
の
神
奈
川
県
域
で
あ
る
相
模
・
武
蔵
国
（
久
良
岐
・
都
筑
・
橘
樹

郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
全
容
を
探
り
、
御
札
降
り

．
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も

つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
４
）

’
九
○
九
年
に
柳
田
国
男
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
注
目
さ
れ
て
以

来
、
「
え
え
Ｃ
や
な
い
か
」
は
様
々
な
歴
史
学
者
・
民
俗
学
者
に

よ
っ
て
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
農
民

は
じ
め
に

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

闘
争
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
た
う
え
で
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

の
も
つ
革
命
的
意
義
、
或
い
は
「
世
直
し
」
の
な
か
で
の
歴
史
的
意

義
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
。
ま
た
各
地
に
お
け
る
事
例
の
発
掘
が
進

め
ら
れ
、
そ
の
結
果
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
全
容
が
明
ら
か
と
な

り
、
近
年
で
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
、
い
つ
ど
こ
で
発
生
し
た

の
か
が
究
明
さ
れ
た
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
お
け
る
民
衆
の
意

識
面
や
行
動
様
式
に
つ
い
て
は
西
垣
晴
次
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ

（
５
）

た
。本
稿
で
扱
う
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
つ
い
て
は
、
西
垣
晴
次

氏
「
藤
沢
に
お
け
る
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
ｌ
堀
内
家
所
蔵
『
神

仏
御
影
降
臨
之
景
況
」
ｌ
」
（
「
藤
沢
市
史
研
究
」
三
、
’
九
七
二

年
）
、
青
木
美
智
男
氏
「
慶
応
三
年
秋
箱
根
・
小
田
原
地
方
に
お

け
る
『
お
札
降
り
』
に
つ
い
て
」
（
『
足
柄
史
談
』
一
二
、
’
九
七
四

鴫

孝
子

九

Hosei University Repository



年
）
、
西
垣
晴
次
氏
『
神
々
と
民
衆
運
動
』
（
毎
日
新
聞
社
、
’
九
七

七
年
）
、
三
浦
俊
明
氏
「
東
海
道
の
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
」
（
佐
藤

誠
朗
・
河
内
八
郎
編
『
幕
藩
制
国
家
の
崩
壊
』
有
斐
閣
、
一
九
八
一

年
）
、
中
里
行
雄
氏
『
浦
賀
中
興
雑
記
』
解
説
二
九
八
六
年
）
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
各
地
の
事
例
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
え

え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
全
国
的
視
野
か
ら
と
ら
え
た
西
垣
晴
次
氏
『
え

え
じ
ゃ
な
い
か
民
衆
運
動
の
系
譜
』
（
新
人
物
性
来
社
、
一
九
七

三
年
）
、
高
木
俊
輔
氏
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
（
教
育
社
「
歴
史
新

書
」
、
’
九
七
九
年
）
に
お
い
て
、
各
々
い
く
つ
か
の
事
例
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
全
域
を
検
討
し
た
も
の
に
は
青
木
美
智

男
・
三
浦
俊
明
氏
「
南
関
東
に
お
け
る
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
」

（
『
歴
史
学
研
究
』
三
八
五
、
’
九
七
二
年
）
が
あ
る
が
、
検
討
の
対

象
と
な
っ
た
史
料
は
必
ず
し
も
は
豊
富
な
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、

事
例
を
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
地

域
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
武
州
一
摸
に
続
く
」
も
の
と
評
価

さ
れ
て
い
る
が
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
お
け
る
民
衆
の
意
識
面

に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
改

め
て
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の

実
態
を
と
ら
え
直
し
、
人
々
は
御
札
降
り
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

た
の
か
、
人
々
に
と
っ
て
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
ど
の
よ
う
な
意

法
政
史
学
第
四
十
七
号

義
を
持
つ
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
江
戸
時
代
に
お
け
る
宗
教
的
民
衆
運
動
、
こ
こ

で
は
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
人
々
が
直
接
か
か
わ
り
の
あ
っ
た

「
お
か
げ
参
り
」
の
流
行
と
こ
の
地
域
に
お
け
る
ペ
リ
ー
来
航
以
降

の
社
会
を
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
大
流
行
の
背
景
に
あ
る
も
の
と

し
て
把
握
し
て
お
く
。
本
論
の
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
在
発
見
さ
れ

て
い
る
全
事
例
を
扱
う
こ
と
に
し
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
の
発
生
・
伝
播
経
路
・
騒
ぎ
の
形
態
・
降
札
者
・
被

降
札
者
・
幕
藩
権
力
側
の
対
応
等
の
実
態
を
探
る
。
そ
し
て
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
に
加
わ
っ
た
人
々
の
意
識
面
や
行
動
様
式
を
解
明
し

（
６
）

た
西
垣
氏
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
御
札
降
り
．
「
え
》
え
じ
ゃ
な

い
か
」
が
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
青
木
・
三
浦
氏
と
同
様
に

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
世
直
し
」
一
摸
・
打
ち
こ
わ
し
と
の
関

連
か
ら
論
じ
る
伊
藤
忠
士
氏
は
、
御
札
の
降
っ
た
家
は
上
層
の
家
ほ

ど
比
率
が
高
く
、
そ
れ
は
下
層
民
衆
の
上
層
民
衆
に
対
す
る
反
感
と

抵
抗
が
変
形
さ
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
、
振
る
舞
い
の
要
求

（
７
）

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
御
札
降
り

。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

き
た
い
。

四
○
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歴
史
学
者
に
よ
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
本
格
的
研
究
は
、
一

九
三
○
年
代
に
土
屋
喬
雄
氏
・
羽
仁
五
郎
氏
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
。

土
屋
氏
は
「
異
様
の
扮
装
を
し
て
、
唄
ひ
、
踊
り
、
酔
ひ
狂
う
た
民

衆
の
有
様
は
想
像
す
る
だ
に
、
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
の
極
で
あ
つ

（
８
）

た
」
と
し
、
つ
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と

し
て
い
る
。
羽
仁
氏
は
慶
応
二
年
に
高
ま
っ
た
百
姓
一
摸
、
打
ち
こ

わ
し
が
「
慶
応
三
年
に
至
る
や
、
俄
然
と
し
て
低
落
せ
し
め
ら
れ
、

そ
の
間
に
民
衆
は
全
く
か
の
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
の
大
衆
騒
擾
に

（
９
）

没
頭
せ
し
め
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
」
と
し
、
「
え
》
え
じ
ゃ
な
い

か
」
を
反
封
建
闘
争
と
の
関
連
か
ら
論
じ
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
強

調
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
羽
仁
氏
の
分
析
視
点
の
上
に
立
っ
て
、
遠

山
茂
樹
氏
は
「
宗
教
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
そ
れ
を
か
り
て
の
性
的
倒

錯
の
放
埒
状
態
の
な
か
に
、
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
散
せ
し
め
て

（
Ⅲ
）

し
ま
っ
た
」
と
消
極
的
に
評
価
し
、
井
上
清
氏
は
「
封
建
秩
序
を
麻

痒
さ
せ
る
と
い
う
当
面
の
客
観
的
評
価
に
於
い
て
は
、
前
年
の
打
ち

（
Ⅱ
）

こ
わ
し
よ
り
も
大
き
か
っ
た
」
と
積
極
的
に
評
価
し
た
。
そ
の
後
の

本
稿
で
は
明
治
以
降
に
記
載
さ
れ
た
記
録
類
や
聞
書
も
史
料
と
し

て
扱
い
、
検
討
の
対
象
と
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
研
究
の
現
状

研
究
は
積
極
的
、
消
極
的
評
価
の
い
ず
れ
か
の
二
者
択
一
的
な
も
の

（
皿
）

（
口
）

（
Ｍ
）

が
続
い
た
。
石
井
孝
氏
・
藤
谷
俊
雄
氏
・
島
田
善
博
氏
等
は
消
極
的

（
旧
）

（
肥
）

（
Ⅳ
）

評
価
を
与
壱
え
、
小
林
茂
氏
・
津
田
秀
夫
氏
・
朝
尾
直
弘
氏
・
安
丸
良

（
旧
）

夫
氏
等
は
積
極
的
評
価
を
与
え
た
。

一
九
七
○
年
に
は
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
全
国
的
状
況
が
把

握
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
お
け
る
民
衆
の
意

識
や
行
動
様
式
が
解
明
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
不
明
瞭
で
あ
っ
た
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
西
垣
晴
次
氏
は
「
え

え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
古
代
以
来
の
熱
狂
を
伴
う
宗
教
的
民
衆
運
動
の

系
譜
の
う
ち
に
位
置
付
け
た
う
え
で
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
お

け
る
民
衆
の
行
動
様
式
や
意
識
を
解
明
し
、
ま
た
一
九
六
○
年
代
か

ら
一
九
七
○
年
代
に
か
け
て
の
各
地
に
お
け
る
事
例
発
掘
の
成
果
を

（
旧
）

ふ
ま
え
て
「
え
》
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
全
国
的
状
況
を
把
握
し
た
。
こ

れ
ま
で
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
農
民
闘
争
の
一
環
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の
な
か
で
の
歴
史
的
意
義
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
実
態
を
正
し
く
と
ら
え
た
う
え

で
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
西
垣
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
氏

の
研
究
成
果
の
う
ち
、
民
衆
の
意
識
面
や
行
動
様
式
の
解
明
は
「
え

え
じ
ゃ
な
い
か
」
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
全
国
的
状
況
の
究
明
に
つ
い
て

四
一
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は
、
後
に
高
木
俊
輔
氏
が
全
国
各
地
の
様
相
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
簡
単
な
検
討
を
加
え
、
個
別
的
な
各
地
の
事
例
は
集
大
成
さ

（
別
）

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
六
○
後
半
か
ら
一
九
七
○
年
代
は
「
世
直
し
」
と
の
関
連
か

ら
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。
佐
々
木
潤
之
介
氏
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
よ
っ
て
「
世

直
し
』
『
世
直
り
』
の
観
念
を
、
急
速
に
各
地
に
拡
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
し
、
「
安
定
的
な
状
況
に
お
い
て
政
治
的
変
動
か
ら
疎

外
さ
れ
た
、
町
・
宿
民
を
主
体
と
す
る
、
『
世
直
し
』
願
望
の
騒
動

（
Ⅲ
）

で
あ
る
」
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
佐
々
木
氏
は
慶
応
三
年
の
政
治
的

な
時
間
軸
の
推
移
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は

豊
年
踊
り
↓
祭
礼
。
抜
け
参
り
↓
世
直
し
踊
り
↓
政
治
性
を
含
ん
だ

（
犯
）

踊
り
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
三
浦
俊
明

氏
は
佐
々
木
氏
の
説
を
ふ
ま
え
て
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
元
来

祝
祭
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
そ
れ
は
農
民
の
参
加
に
よ
っ
て

（
卵
）

世
直
し
踊
り
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
伊
藤
忠
士

氏
は
御
札
の
降
っ
た
家
は
上
層
の
家
ほ
ど
比
率
が
高
い
と
指
摘
し
、

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
明
確
な
方
向
性
を
持
ち
え
な
い
ま
ま
の

世
直
し
へ
の
期
待
と
、
豪
商
・
豪
農
へ
の
不
満
と
怒
り
を
内
包
し
た

も
の
で
あ
っ
た
…
…
世
直
し
一
侯
・
打
ち
こ
わ
し
の
、
歪
め
ら
れ
、

（
別
）

変
形
さ
せ
ら
れ
た
形
態
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
た
。
「
え
》
え
じ
ゃ
な

法
政
史
学
第
四
十
七
号

い
か
」
を
「
世
直
し
」
｜
摸
・
打
ち
こ
わ
し
に
連
な
る
も
の
と
し
た

こ
れ
ら
の
評
価
は
、
御
札
の
降
下
を
吉
兆
し
て
と
ら
え
る
民
衆
意
識

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
評
価
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持
た

ざ
る
を
得
な
い
。

一
九
八
○
年
代
に
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
研
究
が
細
密
化
す
る

傾
向
に
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
た
。
古
川
貞
雄
氏
は
「
慶
応
三
年
の
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』

は
、
近
世
後
期
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
き
た
祭
礼
遊
び
日
と
若
者
組
の

祭
礼
行
動
の
、
極
限
的
な
到
達
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
る
必
要
が

（
閉
）

あ
る
」
と
し
「
え
》
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
遊
び
日
要
求
と
の
関
連
か
ら

論
じ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
い
つ
、
ど
こ

で
発
生
し
た
の
か
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
田
村
貞
雄
氏
に
よ
っ
て
究
明

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
田
村
氏
は
慶
応
三
（
’
八
六
七
）
年
七
月

一
四
日
三
河
国
吉
田
宿
周
辺
の
牟
呂
村
で
起
こ
っ
た
御
札
降
り
が

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
発
端
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
は
明
和
四
（
一

七
六
七
）
年
の
御
鍬
百
年
祭
の
流
行
の
な
か
で
発
生
し
た
と
指
摘
し

（
妬
）

て
い
る
。

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
研
究
の
問
題
点
は
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い

か
」
を
「
世
直
し
」
一
摸
・
打
ち
こ
わ
し
に
連
な
ろ
も
の
す
る
見
解

も
あ
る
よ
う
に
、
御
札
の
降
下
を
吉
兆
と
う
け
と
め
る
民
衆
意
識
の

存
在
を
西
垣
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
か
ら
も
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た

四
一
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（
Ⅳ
）

検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
西
垣
氏
の

指
摘
を
再
確
認
す
る
意
味
も
含
め
て
、
人
々
の
御
札
降
り
に
対
す
る

意
識
を
も
う
一
度
明
ら
か
に
し
、
人
々
に
と
っ
て
「
え
え
じ
ゃ
な
い

か
」
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
か
探
る
こ
と
に
す
る
。

Ｈ
宗
教
的
民
衆
運
動
の
流
行

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
古
代
以
来
の
熱
狂
を
伴
う
宗
教
的
民
衆

運
動
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
垣
晴
次

氏
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
民
衆
運
動
の
系
譜
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
地
域
の
人
々
が
直
接
参

加
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
え
え
Ｃ
や
な
い
か
」
と
最
も
深
い
関
わ
り

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
お
か
げ
参
り
」
に
つ
い
て
、
こ
の
地
域
で
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
お
か
げ
参
り
」
関
係
史
料

は
、
今
の
と
こ
ろ
文
政
「
お
か
げ
参
り
」
時
の
も
の
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。
神
奈
川
宿
本
陣
「
諸
用
日
記
」
は
神
奈
川
宿
を
通
過
す
る

「
お
か
げ
参
り
」
の
参
詣
人
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い

る
。

廿
九
日
天
気
南
風
、
夫
北
風
大
雷
大
雨
暮
合
晴

一
当
春
方
伊
勢
御
宮
江
参
詣
之
者
上
方
筋
ハ
多
分
人
一
市
古
来

一
一
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
流
行
の
背
景

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

６
メ
ッ
ラ
シ
キ
事
之
趣
、
京
・
大
坂
辺
大
家
之
町
人
ら
合
力

と
し
て
多
金
差
出
し
候
趣
、
尤
此
度
御
奉
行
所
ら
東
海
道
へ

も
御
触
出
候
、
右
多
人
数
御
影
参
り
と
唱
罷
出
候
二
付
、

宿
々
様
々
心
付
取
計
、
止
宿
等
不
差
支
様
可
致
旨
也
、
右
聞

風
承
り
候
二
付
写
候

（
中
略
）

四
日
天
気
、
夕
雨
雷
少
々

（
中
略
）

｜
伊
勢
参
宮
人
多
上
り
、

（
後
略
）

（
神
奈
川
本
陣
石
井
家
資
料
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
、
）

「
お
か
げ
参
り
」
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
珍
し
い
出
来
事
で

あ
り
、
施
行
に
つ
い
て
の
噂
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史

料
上
に
あ
る
奉
行
所
か
ら
東
海
道
へ
だ
さ
れ
た
触
書
に
添
え
ら
れ
た

書
状
が
、
『
新
居
町
史
」
第
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

｜
此
節
お
か
げ
参
り
卜
唱
ひ
、
伊
勢
参
宮
之
も
の
数
多
有
之
、

就
中
大
坂
辺
占
勢
州
辺
参
宮
人
及
群
集
、
止
宿
等
も
差
支
候

程
之
混
雑
有
之
由
入

御
聴
二
候
間
、
右
混
雑
二
乗
し
宿
々
諸
商
屋
も
の
等
者
勿

論
、
其
外
都
而
不
取
締
心
得
違
候
儀
無
之
様
、
取
締
り
方
厳

重
二
可
心
付
、
右
之
趣
早
々
先
宿
々
江
も
申
通
、
別
而
大
坂

四
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占
関
迄
省
尚
更
可
入
念
旨
、
是
又
可
申
通
段
被
仰
渡
、
承

知
奉
畏
候
、
依
之
御
請
書
差
出
申
処
如
件
、

文
政
十
三

東
海
道

寅
年
閏
三
月
廿
一
一
日
品
川
宿

年
寄庄
五
郎

道
中

御
奉
行
所

右
之
通
品
川
宿
ら
御
請
書
帳
壱
冊

（
浜
松
市
鱸
幸
太
郎
家
文
書
）

「
お
か
げ
参
り
」
に
よ
っ
て
東
海
道
筋
、
特
に
大
坂
か
ら
関
迄
の

間
が
混
乱
状
態
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
で
の
参
加
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
今
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
伊
勢
の

万
金
丹
本
舗
で
あ
る
野
間
家
の
『
雑
記
』
に
よ
る
と
、
六
月
一
七

日
、
二
七
日
に
関
東
か
ら
の
参
宮
人
が
宮
川
を
渡
っ
て
お
り
、
七
月

二
○
日
過
ぎ
に
相
模
国
の
者
が
通
過
し
て
い
る
。
相
模
・
武
蔵
国

（
三
郡
）
か
ら
伊
勢
ま
で
は
十
数
日
か
か
る
と
し
て
、
こ
の
地
域
で

は
六
月
上
旬
か
ら
「
お
か
げ
参
り
」
に
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
二

宮
町
に
の
こ
る
「
文
政
十
三
年
参
宮
覚
帳
」
（
『
二
宮
町
史
』
資
料

編
１
）
は
伊
勢
参
宮
出
立
の
際
に
集
め
ら
れ
た
饅
別
が
記
載
さ
れ
て

法
政
史
学
第
四
十
七
号

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
の
伊
勢
参
り
は
正
月
に
出
立
す
る
の
に

対
し
、
七
月
二
五
日
で
あ
る
こ
と
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
地

域
で
の
「
お
か
げ
参
り
」
が
六
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
文
政
十
三
年
参
宮
覚
帳
」
は
「
お
か
げ
参
り
」
の
際
に
記
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
お
か
げ
参
り
」
は
抜
参
り
の
形
態
を
と
る

も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
正
規
の
手
続
き
を
経
た
上
で
出
立

す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
「
お
か
げ
年
」
の
参
宮
は
通
常
の
伊
勢
参
り

よ
り
も
御
利
益
が
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
二
宮
で
の
参
宮
は
「
お
か
げ
参
り
」
参
加
時
の
も
の
と
解
釈
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
三
浦
郡
桜
山
村
の
名
主
は
「
文
政
十
三
寅
年
伊
勢
御
蔭
参

書
留
」
（
『
逗
子
市
誌
』
第
六
集
二
、
桜
山
文
書
）
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
続
編
第
四
五
巻
「
大
坂
よ
り
」
、

「
伊
勢
御
蔭
参
」
と
題
さ
れ
た
も
の
を
あ
わ
せ
た
も
の
と
同
文
で
あ

り
、
も
と
と
な
る
史
料
は
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
留

の
内
容
で
あ
る
「
伊
勢
御
蔭
参
二
付
大
坂
在
役
右
文
通
写
」
を
み
る

と
、
上
方
で
は
六
十
一
年
目
の
伊
勢
参
宮
を
「
お
か
げ
参
り
」
と
い

い
、
こ
れ
は
御
札
が
降
下
す
る
こ
と
に
始
ま
る
こ
と
、
来
た
る
卯
年

が
「
お
か
げ
参
り
」
の
年
で
前
々
よ
り
諸
国
豊
作
を
い
わ
れ
て
き
た

が
、
今
年
御
札
が
降
下
し
て
し
ま
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て

堺
で
の
御
札
降
り
の
模
様
、
街
道
の
混
雑
の
様
子
が
あ
げ
ら
れ
て
い

四
四
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る
。
ま
た
、
往
還
筋
で
盛
大
に
施
行
が
行
わ
れ
て
お
り
、
｜
文
も
持

た
ず
と
も
参
宮
が
果
た
せ
る
こ
と
か
ら
「
お
か
げ
参
り
」
と
も
い
わ

れ
る
こ
と
な
ど
、
「
お
か
げ
参
り
」
の
賑
わ
い
を
子
細
に
わ
た
り
伝

え
て
い
る
。
そ
し
て
「
伊
勢
御
蔭
参
」
は
宝
永
二
年
か
ら
明
和
八
年

ま
で
六
七
年
、
明
和
八
年
か
ら
文
政
一
三
年
ま
で
六
十
年
と
確
認
し

た
う
え
で
「
余
り
珍
事
二
付
御
含
置
可
被
下
候
」
と
し
て
清
水
殿
代

官
小
林
金
之
助
か
ら
江
戸
同
役
に
伝
え
て
い
る
。
「
文
政
十
三
宙
年

伊
勢
御
蔭
参
書
留
」
は
文
政
一
三
年
以
降
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
直
接
「
お
か
げ
参
り
」
に
つ
い
て
見
聞
き
し
た
も
の
で
は
な
い

が
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
以
前
に
「
お
か
げ
参
り
」
に
関
す
る
か

な
り
詳
細
な
情
報
が
こ
の
地
域
に
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
人
々
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
際
の
御

札
の
降
下
を
、
三
七
年
前
の
「
お
か
げ
参
り
」
と
関
連
付
け
て
と
ら

え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
際
の
伊
勢
神
宮

へ
の
参
詣
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
で
降
下
し
た
御
札
に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
札
の
み
他

の
御
札
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
「
お
か
げ
参
り
」
に
は
伊
勢
の
御
札

の
み
降
下
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
と
「
お
か
げ
参
り
」
は
一
見
し
て
そ
の
様
相
は
異
に

し
て
い
る
が
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
明
ら
か
に
そ
の
伝
統
を
受

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

ロ
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
前
夜
の
社
会

こ
こ
で
は
嘉
永
六
（
一
九
五
三
）
年
の
「
黒
船
」
来
航
か
ら
慶
応

二
（
一
八
六
六
）
年
ま
で
の
相
模
・
武
蔵
国
（
一
一
一
郡
）
の
社
会
を
と

（
配
）

『
ｂ
え
て
お
き
た
い
。

嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
六
月
一
一
一
日
夕
刻
、
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド

艦
隊
司
令
長
官
・
海
軍
代
将
ペ
リ
ー
の
率
い
る
四
隻
の
軍
艦
が
浦
賀

沖
に
あ
ら
わ
れ
た
。
ペ
リ
ー
は
六
月
九
日
に
久
里
浜
で
国
書
を
幕
府

に
渡
し
、
一
二
日
に
は
、
国
書
の
回
答
を
翌
年
に
受
け
と
る
こ
と
に

し
て
浦
賀
を
去
っ
た
。
こ
の
間
三
浦
郡
の
沿
岸
よ
り
の
村
々
は
、
沿

岸
警
備
の
た
め
の
人
員
・
機
材
の
供
出
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
ら
の
負
担
は
人
々
の
生
活
を
圧
迫
し
た
。

こ
の
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
「
黒
船
」
来
航
に
よ
っ
て
、
江

戸
と
浦
賀
問
の
幕
府
役
人
の
通
行
・
通
信
量
は
激
増
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
東
海
道
沿
い
の
村
々
は
東
海

道
の
助
郷
に
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
浦
賀
道
の
交
通
量
の
増
加
は
東

海
道
品
川
宿
・
神
奈
川
宿
・
保
土
ケ
谷
宿
・
戸
塚
宿
の
助
郷
役
増
加

に
関
係
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
東
海
道
と
浦
賀
を
結
ぶ

金
沢
道
沿
い
の
村
々
は
保
士
ヶ
谷
宿
・
戸
塚
宿
の
助
郷
に
な
っ
て
お

け
継
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
五

Hosei University Repository



り
、
そ
の
上
に
浦
賀
へ
警
備
に
付
く
諸
大
名
の
荷
物
運
搬
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
二
重
の
負
担
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
安
政
五
二
八
五
八
）
年
、
日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
の
さ
い
に

は
江
戸
・
下
田
間
の
往
来
が
激
し
く
な
り
、
こ
の
と
き
は
小
田
原
宿

・
箱
根
宿
の
助
郷
村
に
も
影
響
を
与
え
た
。

安
政
年
間
は
天
災
地
変
が
相
次
ぎ
、
こ
の
地
域
は
深
刻
な
被
害
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
安
政
一
一
（
’
八
五
五
）
年
一
○
月
二
日

に
江
戸
湾
岸
地
域
を
襲
う
大
地
震
が
あ
っ
た
。
「
南
の
方
は
東
海
道

筋
は
保
土
ケ
谷
辺
ま
で
神
奈
川
宿
は
所
々
崩
れ
多
く
、
本
牧
、
金

沢
、
鎌
倉
、
浦
賀
近
辺
所
々
く
ず
れ
」
（
『
巷
談
贄
説
』
）
と
い
う
状

態
で
あ
っ
た
。
神
奈
川
宿
で
は
本
陣
石
井
家
の
表
門
が
全
潰
し
た
ほ

か
、
全
潰
四
二
軒
、
半
漬
九
三
軒
、
死
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま

た
生
麦
村
で
は
子
供
一
人
が
死
亡
し
て
い
る
。

翌
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
八
月
二
五
日
、
相
模
湾
・
江
戸
湾
岸

の
地
域
は
風
雨
と
高
潮
に
よ
る
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
暴
風

雨
の
被
害
は
前
年
の
地
震
と
く
ら
べ
は
る
か
に
大
規
模
な
も
の
と
い

わ
れ
神
奈
川
宿
近
く
の
六
角
橋
村
で
は
五
軒
が
全
壊
し
村
民
の
約
六

割
が
飢
餓
状
態
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
七
月
頃
か
ら
コ
レ
ラ
が
大
流
行

し
た
。
こ
れ
は
長
崎
入
港
の
ア
メ
リ
カ
船
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た

と
さ
れ
る
。
「
小
田
原
を
始
め
と
し
て
東
海
筋
、
北
は
一
一
、
三
里
を

法
政
史
学
第
四
十
七
号

か
ぎ
り
南
は
海
岸
つ
づ
き
片
瀬
・
腰
越
・
江
の
島
等
は
前
条
の
通
り

一
日
か
一
一
日
に
て
死
亡
す
る
を
恐
怖
し
て
家
内
を
片
付
、
三
社
弁
天

へ
参
詣
し
、
あ
る
い
は
龍
口
寺
へ
駆
集
る
者
少
な
か
ら
ず
、
其
外
三

浦
郡
場
所
に
よ
り
戸
を
閉
て
流
邪
を
凌
ぐ
と
い
ふ
、
も
っ
と
も
三
崎

（
”
）

・
浦
賀
死
失
人
多
し
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
八
月
二
一
一
日
付
の

奉
行
所
の
触
書
に
は
、
三
浦
郡
下
宮
田
村
若
宮
社
に
お
い
て
一
一
一
一
一
日

に
コ
レ
ラ
退
治
の
祈
祷
が
行
わ
れ
、
鎌
倉
郡
で
は
八
幡
宮
で
祈
祷
が

な
さ
れ
る
こ
と
、
村
々
の
氏
神
の
御
輿
を
巡
行
し
て
も
よ
い
と
い
う

（
加
）

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
九
月
八
日
藤
沢
宿
助
郷
会
所
は
悪
魔

払
い
の
た
め
、
藤
沢
宿
大
神
楽
用
の
獅
子
頭
を
村
ご
と
に
巡
回
さ
せ

（
別
）

る
旨
を
村
々
に
伝
え
て
い
る
。
コ
レ
ラ
流
行
前
の
一
二
月
一
一
一
日
萩
藩

は
預
所
の
三
浦
郡
秋
谷
村
の
神
明
社
に
お
い
て
、
地
震
や
暴
風
雨
と

い
っ
た
天
災
が
続
く
こ
と
か
ら
、
農
漁
豊
饒
、
除
災
祈
願
の
祭
礼
を

（
犯
）

行
っ
て
い
た
。
幕
末
の
相
模
・
武
蔵
国
（
一
二
郡
）
の
人
々
は
、
自
分

の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
危
機
に
対
し
て
は
、
神
仏
へ
の
祈
り

で
そ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
の
六
月
、
幕
府
は
日
米
修
好
通
商
条
約

に
調
印
し
た
。
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
翌
安
政
六
（
’
八
五
九
）
年
六

月
二
日
、
横
浜
村
に
開
港
場
が
完
成
し
、
そ
れ
と
同
時
に
横
浜
村
は

横
浜
町
と
な
っ
た
。
貿
易
は
急
速
に
拡
大
し
、
安
政
六
二
八
五

九
）
年
末
に
は
生
糸
・
茶
・
銅
・
水
油
・
雑
穀
な
ど
生
活
必
需
品
の

四
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大
量
輸
出
に
よ
っ
て
品
不
足
を
生
じ
物
価
騰
貴
が
始
ま
る
。
そ
し
て

国
際
市
場
で
の
金
銀
の
比
価
は
一
対
一
五
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
日

本
は
一
対
五
と
低
い
こ
と
か
ら
金
の
大
量
流
出
を
招
き
、
万
延
元

二
八
六
○
）
年
、
幕
府
は
金
貨
の
品
位
を
三
分
の
一
に
落
し
て
金

の
流
出
を
く
い
と
め
た
が
、
金
の
品
質
低
下
は
さ
ら
な
る
物
価
上
昇

を
引
き
起
こ
し
、
人
々
の
生
活
を
圧
迫
し
た
。

続
く
文
久
年
間
は
穰
夷
派
浪
士
に
よ
る
横
浜
商
人
に
対
す
る
攻
撃

が
脅
迫
や
殺
傷
事
件
の
か
た
ち
で
現
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
文

久
一
一
一
（
’
八
六
三
）
年
九
月
に
、
当
時
目
立
っ
た
存
在
と
思
わ
れ
る

二
○
人
の
横
浜
商
人
の
名
前
を
指
名
し
た
う
え
で
、
こ
の
者
達
に
天

殊
が
下
る
と
い
う
旨
の
張
紙
で
の
脅
迫
が
あ
っ
た
。
’
○
月
に
は
、

糸
会
所
・
横
浜
交
易
商
店
へ
穰
夷
派
の
浪
士
が
大
勢
乱
入
し
、
死
者

（
羽
）

・
怪
我
人
が
多
数
で
る
と
い
う
事
件
も
お
こ
る
。
さ
ら
に
一
兀
治
一
元

（
一
八
六
四
）
年
二
月
に
は
横
浜
商
人
の
伊
勢
屋
平
兵
衞
が
殺
害
さ

れ
大
坂
の
街
角
に
彼
の
首
が
さ
ら
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
の
首

に
は
外
国
人
と
の
通
商
に
よ
っ
て
物
価
を
高
騰
さ
せ
人
々
を
苦
し
め

た
と
い
う
内
容
の
張
り
紙
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

生
麦
事
件
の
翌
年
の
文
久
三
（
一
八
六
一
一
一
）
年
五
月
、
相
模
国
の

一
の
宮
（
寒
川
神
社
）
・
こ
の
宮
（
川
匂
神
社
）
は
じ
め
六
社
が

「
当
節
夷
人
渡
来
二
付
種
々
成
混
雑
、
江
戸
市
中
不
穏
、
今
一
一
も
戦

争
始
り
候
杯
風
聞
、
三
月
中
方
大
名
衆
夫
々
警
固
等
兎
角
於
公
辺
も

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

取
込
之
趣
」
と
し
、
夷
人
退
散
の
祈
祷
を
し
幕
府
へ
献
上
し
た
。
し

（
狐
）

か
し
こ
れ
は
先
例
が
無
い
た
め
返
戻
と
な
っ
て
い
る
。
祈
祷
を
手
段

と
す
る
保
守
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
神
官
層

の
穰
夷
意
織
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
横
浜
開
港
以
来
、
庶
民

や
子
供
達
に
よ
っ
て
、
外
国
人
に
む
か
っ
て
「
礫
ヲ
以
又
ハ
竹
竿
ヲ

以
嚥
子
立
」
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
触
が
度
々
出
さ
れ

（
胴
）

て
い
る
。
こ
れ
は
思
想
的
な
も
の
で
は
な
く
、
素
朴
な
棲
夷
意
識
に

よ
る
即
時
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）

年
に
な
っ
て
も
外
国
人
が
通
行
す
る
際
に
悪
口
を
言
っ
た
り
、
投
石

（
船
）

し
た
り
す
る
者
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
村
々
の
負
担
は
さ
ら
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
文

久
元
（
’
八
六
一
）
年
一
○
月
に
は
皇
女
和
宮
の
降
嫁
（
こ
の
時
和

宮
は
中
山
道
を
東
下
し
て
江
戸
に
赴
い
た
の
だ
が
、
東
海
道
を
下
っ

た
人
々
や
荷
物
も
多
か
っ
た
た
め
、
人
馬
の
提
供
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
）
、
文
久
一
一
（
一
八
六
二
）
年
参
勤
交
代
制
の
緩
和
に

よ
る
諸
大
名
の
妻
子
や
家
臣
の
帰
国
、
文
久
一
一
一
（
一
八
六
三
）
年
、

将
軍
家
茂
の
上
洛
、
さ
ら
に
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
八
月
の
生
麦

事
件
に
関
わ
る
外
交
交
渉
の
応
接
、
こ
れ
ら
は
東
海
道
の
交
通
量
の

激
増
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
伴
う
助
郷
役
の
膨
大
な
負
担
に
よ
っ

て
助
郷
村
の
人
々
は
困
窮
に
陥
っ
た
。
さ
ら
に
慶
応
元
（
’
八
六

五
）
年
五
月
に
は
幕
領
に
兵
賦
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

四
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は
将
軍
進
発
に
よ
っ
て
三
兵
（
歩
・
騎
・
砲
）
が
従
軍
す
る
の
で
、

江
戸
府
内
の
警
備
が
手
薄
に
な
る
た
め
、
そ
れ
に
あ
て
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
兵
賦
を
出
せ
な
い
場
合
は
代
金
を
納
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
兵
賦
の
割
り
当
て
ら
れ
た
村
々
は
、
ペ
リ
ー
来
航
以
降
の

異
常
な
ほ
ど
の
助
郷
人
馬
の
徴
発
を
受
け
て
お
り
、
兵
賦
人
の
取
り

立
て
は
そ
の
上
の
負
担
と
な
り
、
ど
の
村
も
窮
乏
状
態
を
訴
え
、
取

り
立
て
の
免
除
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
第
二
次
征
長

の
た
め
の
大
量
の
兵
糧
米
確
保
に
よ
っ
て
米
価
は
さ
ら
に
高
騰
し
、

下
層
民
の
生
活
は
深
い
困
窮
に
陥
っ
た
。
上
層
民
も
ま
た
、
下
層
民

よ
り
は
暮
ら
し
向
き
は
良
い
も
の
の
、
第
二
次
征
長
の
御
用
金
の
上

（
師
）

納
、
助
郷
人
馬
徴
発
の
激
増
等
に
よ
っ
て
生
活
は
圧
迫
さ
れ
た
。

横
浜
開
港
以
来
続
い
た
物
価
騰
貴
に
よ
っ
て
下
層
民
は
窮
乏
状
態

に
陥
り
、
慶
応
年
間
に
は
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
各
地
で
打
ち

こ
わ
し
が
発
生
し
た
。
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
五
月
、
武
蔵
国
橘

樹
郡
久
本
村
で
物
価
高
騰
か
ら
打
ち
こ
わ
し
が
起
こ
り
、
八
月
に
は

米
価
が
高
騰
し
て
い
る
な
か
の
米
移
出
に
反
対
し
て
の
打
ち
こ
わ
し

が
あ
っ
た
。
川
崎
宿
で
は
五
月
一
一
三
日
、
堀
之
内
村
山
王
社
境
内
に

困
窮
人
三
八
○
人
が
米
の
安
売
り
を
要
求
し
て
結
集
、
宿
内
有
数
の

（
犯
）

高
持
ち
で
あ
る
名
主
宅
を
打
ち
こ
わ
し
た
。
同
じ
く
五
月
、
藤
沢
宿

大
久
保
町
に
お
い
て
米
価
の
値
下
げ
を
要
求
す
る
人
々
が
二
○
人

集
結
し
こ
れ
に
対
し
て
代
官
手
代
と
有
力
町
民
ら
が
施
金
し
て
騒
ぎ

法
政
史
学
第
四
十
七
号

を
静
め
た
。
続
く
六
月
に
は
藤
沢
宿
小
前
農
民
ら
が
宿
役
人
の
権
威

濫
用
と
不
正
非
道
を
唱
え
る
騒
ぎ
が
あ
り
、
さ
ら
に
八
月
三
○
日
に

は
藤
沢
宿
大
鋸
町
の
米
穀
商
が
打
ち
こ
わ
し
に
あ
う
と
い
う
事
件
が

起
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
二
月
の
平
塚
宿
で
は
大
住
郡
堀
山
下
村
民

が
小
作
年
貢
と
伝
馬
諸
夫
銭
の
多
分
な
賦
課
に
抗
し
、
宿
に
押
し
寄

（
羽
）

せ
る
と
い
う
騒
ぎ
が
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
嘉
永
六
（
’
八
五
三
）
年
の
「
黒
船
」

来
航
以
降
、
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
で
は
交
通
や
通
信
、
防
備
を

め
ぐ
る
膨
大
な
諸
負
担
、
横
浜
開
港
以
来
続
い
た
物
価
高
騰
に
よ
っ

て
、
下
層
民
は
窮
乏
状
態
に
陥
り
、
慶
応
年
間
に
は
打
ち
こ
わ
し
が

発
生
し
た
。
上
層
民
も
ま
た
助
郷
役
等
の
諸
負
担
に
加
え
て
御
用
金

の
上
納
が
課
せ
ら
れ
、
下
層
民
に
比
べ
暮
ら
し
向
き
は
良
い
も
の
の

生
活
は
圧
迫
を
う
け
て
い
た
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
富
裕
者
の
代
表

的
存
在
で
あ
る
横
浜
商
人
も
、
棲
夷
派
の
浪
士
に
よ
る
脅
迫
、
殺
傷

事
件
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
人
々
の
精
神
面
に
着
目
し
て
み
る
と
、

異
人
退
散
・
悪
病
退
散
の
祈
祷
が
執
行
さ
れ
る
な
ど
、
危
機
的
な
状

況
か
ら
離
脱
す
る
に
は
神
仏
へ
の
祈
り
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
意
識

の
存
在
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
社
会
を
背
景
に
慶
応
三
年
に
は
前

代
未
聞
の
騒
ぎ
と
な
っ
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
大
流
行
す
る
の

で
あ
る
。

四
八

Hosei University Repository



Ｈ
隣
接
地
域
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
分

析
に
入
る
前
に
、
隣
接
地
域
に
お
い
て
展
開
し
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い

（
川
）

か
」
の
様
相
と
そ
の
特
色
を
探
っ
て
お
き
た
い
。
’
○
月
一
四
日
頃

御
札
降
り
の
始
ま
っ
た
沼
津
宿
で
は
「
沼
津
飯
売
女
郎
共
七
、
八
十

人
有
之
処
、
此
度
ハ
皆
々
髪
を
切
男
之
兒
ニ
相
成
候
而
之
男
之
ゆ
も

し
を
懸
ケ
、
は
た
か
に
天
鵺
の
腹
懸
ケ
壱
ツ
ー
相
成
候
而
信
心
参
り

（
机
）

に
出
懸
ケ
候
其
姿
二
ｍ
一
二
島
辺
ま
て
参
詣
に
出
懸
候
事
」
と
あ
り
、

女
性
が
男
装
を
す
る
と
い
う
異
様
な
出
で
立
ち
に
よ
る
参
詣
が
み
ら

れ
た
。
女
性
の
男
装
は
阿
波
や
京
坂
、
東
海
地
方
で
し
ば
し
ば
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
○
月
一
八
日
に
降
札
が
開
始
し
た
三
島
宿
で

は
、
「
家
別
二
見
世
先
江
青
竹
之
儀
小
附
を
弐
本
シ
邑
立
注
連
を
張

り
、
其
竹
へ
紙
旗
又
ハ
白
木
綿
長
サ
弐
尺
余
よ
り
七
尺
位
余
も
有
之

候
江
、
慶
応
三
卯
年
十
月
幾
日
天
降
り
給
へ
し
神
仏
之
御
名
を
記

し
、
其
奥
見
世
江
来
迎
之
神
仏
を
飾
り
、
夫
々
供
物
を
備
へ
、
信
心

之
様
子
祭
礼
又
ハ
正
月
之
松
飾
り
之
体
一
市
、
家
業
い
た
し
候
も
の

（
岨
）

無
之
相
見
へ
候
」
と
あ
り
、
降
下
し
た
御
札
を
祀
る
様
子
が
み
》
え

る
。
「
宿
之
も
の
老
若
男
女
群
集
六
根
清
浄
ヲ
唱
へ
、
諸
神
仏
江
参

詣
い
た
し
、
信
心
之
志
を
起
し
」
こ
れ
に
よ
っ
て
「
御
用
御
通
行
之

｜
｜
｜
相
模
・
武
蔵
国
（
’
一
一
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

御
役
々
早
追
ひ
一
一
而
も
御
通
行
速
二
不
行
届
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ

（
旧
）

た
。
こ
の
ほ
か
の
参
圭
珀
の
模
様
と
し
て
「
人
々
皆
々
白
糯
祥
様
の
も

マ
マ

の
を
箸
、
白
の
鉢
巻
を
な
し
、
黒
装
束
馬
乗
し
た
る
神
主
を
先
に
立

て
、
上
り
竜
下
り
滝
の
旗
を
押
立
て
て
六
根
清
浄
ノ
ー
と
唱
へ
て
三

（
似
）

島
明
神
へ
繰
り
出
し
て
参
詣
す
」
、
「
三
島
明
神
江
之
参
詣
五
人
十
人

弐
三
十
人
シ
■
群
而
参
詣
、
中
に
も
目
立
候
ハ
、
昼
夜
之
無
差
別
裸

参
り
丼
宿
村
揃
之
衣
装
一
而
飾
物
を
建
並
へ
引
き
も
き
ら
す
、
夜
分

提
灯
を
て
ら
し
、
六
根
清
浄
ヲ
唱
へ
群
参
、
当
日
十
八
日
よ
り
初
り

（
旧
）

几
十
日
二
も
相
成
候
得
辻
〈
、
中
々
筆
紙
二
難
書
尽
候
」
と
あ
り
、
西

側
の
隣
接
地
域
で
あ
る
沼
津
・
三
島
宿
方
面
で
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い

か
」
の
な
か
で
近
接
社
寺
へ
の
参
詣
、
特
に
三
島
明
神
へ
の
参
詣
が

盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ほ
か
「
宿
々
在
々
伊
勢
参
宮

（
化
）

大
繁
盛
之
事
」
、
当
時
読
売
が
歌
い
歩
い
て
い
た
歌
詞
の
な
か
に
、

「
セ
ッ
ト
セ
長
々
諸
国
へ
ふ
る
御
札
今
に
も
お
い
せ
へ
ぬ
け
ま

（
、
）

い
り
こ
の
お
か
げ
さ
ん
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
御
札
降
り
を
契

機
に
伊
勢
神
宮
へ
参
詣
に
赴
く
こ
と
も
、
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
沼
津
・
三
島
宿
方
面
に
お
い
て
の

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、
集
団
に
よ
る
近
隣
社
寺
も
し
く
は
伊
勢

神
宮
へ
の
参
詣
に
よ
っ
て
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
さ
ら
に
東
進
を
続
け
、
箱
根
宿
を
越
え
て

一
○
月
末
に
相
模
国
に
入
国
す
る
こ
と
に
な
る
。

四
九
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そ
れ
で
は
次
に
江
戸
で
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
つ
い
て
ふ
れ

る
こ
と
に
し
よ
う
。
江
戸
へ
は
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
い
て

展
開
し
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
品
川
宿
へ
伝
播
し
、
さ
ら
に
そ

れ
が
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
○
月
二
○
日
に
は
芝
車
町

で
御
札
降
り
が
あ
り
参
詣
人
が
群
集
し
て
い
る
。
ま
た
『
丁
卯
雑
拾

録
』
所
収
の
一
一
月
一
一
五
日
江
戸
か
ら
の
書
状
に
「
三
拾
軒
堀
町
六

町
目
の
薪
屋
江
清
正
公
之
御
札
降
申
候
由
一
市
参
詣
人
多
分
候
由
承

り
申
候
此
表
も
追
々
ふ
り
可
申
侯
」
と
あ
り
、
参
詣
人
が
多
い
こ

と
、
そ
し
て
御
札
降
り
が
盛
ん
に
な
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
に
お
け
る
最
初
の
御
札
降
り
は
二
月

中
旬
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
御
札
降
り
は
相
次
ぎ
、
降
っ

た
家
で
は
赤
飯
や
餅
、
み
か
ん
を
振
る
舞
い
、
参
詣
人
が
群
集
し

た
。
川
路
聖
謨
の
日
録
「
東
洋
金
鴻
」
に
よ
る
と
一
二
月
五
日
に
は

「
御
札
御
府
内
所
々
江
ふ
る
其
家
に
而
御
札
を
酒
樽
之
上
へ
小
サ

キ
御
宮
を
置
御
そ
な
え
餅
其
外
を
往
来
人
江
施
ス
安
婆
々
昨
日

見
て
帰
候
而
之
咄
也
乞
食
等
施
し
を
お
も
ひ
豪
家
へ
札
を
は
る
も

有
と
云
も
の
も
有
と
其
説
は
至
而
少
し
」
と
あ
り
、
’
二
月
に
入
っ

て
も
依
然
と
し
て
御
札
降
り
と
そ
れ
に
伴
う
振
る
舞
い
が
続
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
に
お
い
て
は
御
札

降
り
の
後
、
被
降
札
者
個
人
に
よ
る
振
る
舞
い
が
中
心
と
な
り
、
沼

津
・
三
島
宿
方
面
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
集
団
的
参
詣
や
、
後
述
す
る

法
政
史
学
第
四
十
七
号

ロ
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

ま
ず
は
じ
め
に
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ

な
い
か
」
の
発
生
と
展
開
を
明
ら
か
に
し
、
騒
ぎ
の
形
態
や
そ
の
特

色
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
相
）

慶
応
一
二
（
’
八
六
七
）
年
七
月
一
四
日
一
一
一
河
国
吉
田
宿
周
辺
農
村

の
牟
呂
村
に
始
ま
っ
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
七
月
一
八
日
に
吉

田
宿
に
波
及
し
、
そ
の
後
東
海
道
を
軸
と
し
て
東
西
に
分
か
れ
て
伝

播
し
て
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
東
進
を
続
け
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い

か
」
が
箱
根
宿
を
越
え
て
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
各
宿
場
町
へ

と
伝
播
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
扱
う
地
域
へ
は
こ
の
よ

う
に
陸
路
に
よ
っ
て
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
以
前

に
、
海
上
か
ら
相
模
国
三
浦
郡
浦
賀
へ
上
陸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
表
ｌ
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
過
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
慶

応
三
年
一
○
月
一
七
日
浦
賀
宮
下
町
叶
神
社
前
で
砂
糖
類
、
麻
類
、

畳
表
類
を
販
売
す
る
湖
幡
屋
の
砂
糖
樽
の
中
か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
剣

（
い
）

先
祓
が
発
見
さ
れ
た
（
史
料
ｌ
）
。
そ
の
後
、
御
札
降
り
は
浦
賀
中

（
紺
屋
町
・
田
中
町
・
蛇
畑
・
浜
町
・
谷
戸
）
に
広
が
っ
て
い
く
。

宮
下
町
の
湖
幡
屋
へ
の
降
札
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
須
軽

浦
賀
・
藤
沢
宿
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
集
団
的
な
祭
礼
は
展
開

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
○
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表１相模・武蔵（三郡）における「ええじゃないか」一覧

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

五
一

地名 月日 事項
史料
番号

三浦郡Mj賀

三7ＩＭＩl南下浦

上富田

三＃|j郡大ii二'1村

字A1j堀

三iiili郡和｢Ｈ

三iiIli郡須軽谷

村

箱根宿

小田原宿

淘綾郡山西村

大磯宿

大住郡焔人村

高座郡柳島村

藤沢宿

江ノ島

鎌倉郡材木座

村

久良岐郡泥娼

新田

金沢藩領内

深見村

l()月１７日

11月３日

？

？

１２ﾉ]'１１句

'2ﾉ]24日

lﾉ］５１］

？

？

|()ﾉ128,

11）］１日

１１ﾉ１３日

１１)１１７[」

？

11月７１］

？

II)]2()日

12）]１３１=｝

11月３日

１１月１１日

11月14日

１１月１７日

11月６日

11）１１０日

１１月12日

'1ﾉ]27Ｈ

７

７

７

？

？

12月24日

hlj賀宮下'１１J湖幡屋に降札、その後ili賀中に降札があり、祭礼が

展開。

ｈＩｉ賀こばた屋に降札、それより降札かﾄl1次ぐ。

金壱分が５，６０日間降卜、大祭執行。

3()～5()歳の婦人らが男装し、近隣社寺へ参詣。

｢御天たう様」降下、そのためはだか参りに'1｣かける省あり。

｢御犬たう様」を新しい宮に勘請、参詣人群集。

名主鈴木二石術''１１に降札。

三右術''１}宅で「不動蝋御下り祝」執行。

；Wi根本lHli前の土[|｣から黄金の仏像Ⅱ|現。

家々では降札によって青竹を飾り、〆飾りをしている。

筋違橋町餅屋情兵衞に降札、それより所々に降札。

祭礼執行。

ﾉＭ１勢屋佐兵術に降札。

降札。

降'lL。

薬師堂饗銭jWiiに光る石降下。

降札。

薬llll屋杉'1｣家に降札、このころはだか参り流行。弘法大師の乗

り移る娘があるという。

若者の担ぐ御輿によって杉山家の塀破損、宿村ではだか参り流
グー●

ｲ丁○

藤|H1理太郎、馬人川に浮在する守札拾得。

名主・廻船問屋の藤間善五郎（理太郎の祖父）に降札。

善五郎に降札。

瓊太郎他60余人が伊勢参りに出立。

本陣蒔田家に降札。その後藤沢宿に降札が相次ぎ祭礼が展開。

降札。

助郷会所は村々に助郷会所へ降札があったので参詣にくるよう

呼び掛ける。

藤沢宿の寄場は村々に対し降下した札を質素に祀るよう命じる。

降札。

所々に降札。エピスヤに数珠が降下。

降札につき伊勢参りに出かける者あり。

泥亀新田開発者・永田亀代司他に降札。

金沢藩家老lll上博成、藩士に御札降りの犯人の逮捕を命じ、御

札数百枚を所持する者を捕らえる。

関東取締出役によって降札の作為者逮捕の触書。

１
２
－

１
－
２
２
３
４
５
５
６
５
８
７
８
９
９

０
０
０

１
１
１

０
１
６

１
１

２１
３
９
１
１

４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
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法
政
史
学
第
四
十
七
号

五
一

一

戸塚宿

鎌倉郡名瀬村

保土ケ谷宿

久良岐郡横浜

IＩＪ

久良岐郡平沼

新田

橘樹郡芝生村

神奈川宿

111崎宿

７

７

11月10日

１１月２１日

11月23日

11月１０日

I|月１５日

||月ｉｌｉ旬

？

７

７

７

11月２１日

１１月24日

１１月２１日

11月24日

11月28日

11月20日

11月23円

問屋八升、その一族升善他に降札。

大工伝八に白羽の矢降下。

降札。

町会所は振る舞いは３[｣限り、祭礼は禁止とする。

保土ケ谷宿人口[１１口屋に降札。

降札開始。

波lL場見帳番所、木'１１J三丁目に降札、参詣人群集。

降札。

横浜商人中L|｣i''１石術ｌｌｌ１、石川孫左衞門、田辺源五郎、田辺嘉平

治、下Ⅱ1厘文吉他に降札。

塩谷家、下倉屋孫七に降札。

｢異人ｌ１丁」への降札、小豆降下の噂。

｢111J人の大将」宅に石降下の喝、横浜沖に大L|｣の如きliIl+|出現の

噂。

町会所は振る郷いは３１|限り、祭礼は禁1上とする。

市在取締掛は騒ぎの取締を強化。

町会所は振る郷いは31l限り、祭礼は禁ｌＬとする。

市在取締掛は騒ぎの取締を強化。

岩松家に降札。

伊野尾、紀U}国屋、茅水屋に降札。

旅髄屋に降札。

９
９
１
２
１
１
０
６
４
５
７
８

２
２
２
２
３
１
１

－
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

２
２
２
２
２
２
２

史料
番号

史料名

１
２

３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１

１
１
１
１
１

｢浦賀中興雑記」浦賀古文書研究会編『iiili賀中興雑記』1981年

｢不動尊御下り祝目出度覚帳諸人用扣'|腹」髄須賀史学研究会編『相ｲﾄ'三iiiMi郡須軽谷村

文書」1984年

｢編年雑記」五『神奈川県史』資料編(10)近世(7)

堤只三郎「徒然叢書」『|日幕府』２の７，’898年

｢関老母日記」『明治/|､田原町誌』（上）小田原市立図書館郷士資料集成Ｉ

慶応３年１０月伊豆国田方郡塚本村「江府行記」『神奈川県史』資料編(10)近'出7）

慶応２年１１月淘綾郡山西村「日記」『神奈川県史』資料編(１０)近世(7)

｢縮根権現御影降下録」青木美智男「慶応三年秋鮪根・小田原地方における『御札降

り』について」『足柄史談』１２，’974年

文久２年大住郡馬入村「石垣記録」『iqlJ奈川県史』資料編(１０)近１世(7)

慶応元年高座郡柳島村「太平年表録」５$W,|『神奈川県史』資料編('0)近世(7)

高座郡藤沢宿「神仏御影降臨之景況」絵調部分『神奈川県史』資料編１０近悩7）

慶応３年正月「御用留」三浦俊明「東海道の『ええじゃないか』」佐藤誠朗・河内八郎編

『幕藩制国家の崩壊』有斐閣、1981年

｢相州村々御用留」藤沢市文書館『藤沢市史料集』５，１９８０年

神奈111県教育委員会『江の島民俗誌伊勢吉漁師聞書』神奈lll県民族シリーズＩ、1961年

『鎌倉近世史料」ｌ乱橋・材木座村編「としよりの話」の節

中Ill長昌（柳田国男）「神符降臨の話」『郷土研究」３巻４号、1915年

｢故六浦藩大参事lll上君墓表」昇天山金龍禅寺
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相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
） 川崎宿

■ロ

■ロ

蓄浜lｆ

８
島
1０

馬堀

■■

号
谷
村
名
主
三
右
衞
門

蠕宅へ武山不動尊札
の
が
降
下
し
た
際
の
記

枢
澗
録
、
「
不
動
尊
御
下

川
胸
り
祝
目
出
度
覚
帳

肋
的
諸
入
用
扣
帳
」

伽
（
史
料
２
）
に
。

肌
｜
月
一
一
一
日
浦
賀
こ

尻
ば
た
屋
大
神
宮
御
祓

渦
御
下
り
始
ル
、
夫
方

ぉ
諸
々
御
下
り
有
、

に』
在
々
二
至
迄
諸
国
に

郵
御
下
り
御
座
候
」
と

く国
記
載
さ
れ
て
お
り
、

蝋
湖
幡
屋
へ
の
降
札
が

櫛
一
一
一
浦
半
島
で
の
御
札

相
降
り
の
発
端
で
あ
る

１
こ
と
が
確
認
で
き

図

る
。
一
○
月
一
七
日

が
御
札
降
り
の
初
例

で
あ
る
と
す
る
と
、

五
一

二

８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８

１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２

慶応３年８月深見村「配府留」『大和市史」４資料編近世、1978年

｢武蔵国久良岐郡根岸村新井家文書」森芳枝「蘭方医門倉玄春の手紙」（下）『郷士よこ

はま」９７横浜市図書館

慶応３年11月「藤岡屋日記」１４８『神奈川県史」資料編(１０)近世(7)

慶応３年12月「藤岡尾日記」１４９「神奈111県史」資料編(10)近ｌｌｆ(7)

芝生村・「御用留」「神奈川県史」資料編(10)近世(7)

｢乍恐以書付御訴奉申上候」三村家所蔵文書

横浜郷土史研究会『桃浜の伝説と口碑』横浜叢書第ＭＩＩ,i｣二’|川区・磯子区、1930年、「神

下りの話」の節

『横浜|Ⅱl港llI1fii史』東京肢史図齊社、1909年、「お礼のお下り」の節

小寺玉晁『丁卯雑袷録」|日本史鱗t‘l会叢苫、’922年

川路聖換「束洋金鴻」『)||路型漢文害』第８巻

堀に1芳兵術「鯉応伊勢御彫見聞諸[F1不思議之扣」ｉｑｌ１宮司庁『大'01'寓畿11;』９iql1宮参拝記大

成
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東
海
道
を
東
進
し
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
箱
根
を
越
え
て
浦
賀

へ
伝
播
し
た
の
で
は
な
く
、
海
上
か
ら
上
陸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
表
ｌ
と
図
１
を
合
わ
せ
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
浦
賀
へ
陸

路
に
よ
っ
て
伝
播
す
る
に
は
藤
沢
宿
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
の
宿
に
初
め
て
御
札
が
降
っ
た
の
は
二
月
六
日
で
あ
る
た

め
浦
賀
へ
の
御
札
降
り
の
開
始
は
そ
れ
以
降
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
浦
賀
へ
は
海
路
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

（
卯
）

る
。
ま
た
、
沼
津
宿
の
降
札
開
始
日
は
一
○
月
一
四
日
、
一
二
島
宿
は

（
別
）

（
皿
）

’
○
月
一
八
日
、
下
田
は
一
一
月
一
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
沼
津
宿

以
西
、
つ
ま
り
遠
江
・
駿
河
方
面
で
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
大
流

行
に
関
す
る
情
報
が
上
陸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
噂
が
浦

賀
の
人
々
に
広
ま
り
、
御
札
降
り
を
待
ち
望
む
よ
う
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
、
湖
幡
屋
へ
の
降
札
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
い
て
は
、
遠
江
・

駿
河
方
面
か
ら
一
○
月
一
七
日
に
浦
賀
に
上
陸
し
た
「
え
え
じ
ゃ
な

い
か
」
と
、
一
○
月
末
に
東
海
道
箱
根
宿
を
越
え
相
模
国
に
入
国
し

た
も
の
の
二
つ
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
到
来
し
、
そ
れ
ぞ
れ
展

開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
波
及
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
①
浦
賀
へ
海
路
伝
播

後
、
三
浦
半
島
南
部
へ
波
及
、
②
東
海
道
の
各
宿
場
町
を
伝
播
、
③

東
海
道
の
各
宿
場
町
か
ら
そ
の
周
辺
地
域
へ
の
伝
播
、
以
上
三
つ
の

法
政
史
学
第
四
十
七
号

伝
播
経
路
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
降
札
開
始
日
や
位
置

関
係
か
ら
推
測
し
、
最
も
可
能
性
の
高
い
経
路
を
あ
ら
わ
し
た
の
が

図
２
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
伝
播
経
路
に
そ
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お

け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
概
観
を
把
握
し
て
か
ら
検
討
に
移
る

こ
と
に
し
た
い
。
少
々
長
い
も
の
と
な
る
が
必
要
上
や
む
を
得
な
い

と
思
っ
て
い
る
。

①
浦
賀
へ
海
路
伝
播
後
、
三
浦
半
島
南
部
へ
波
及

浦
賀
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
つ
い
て
は
、
明
治
の
中

頃
に
収
集
編
集
さ
れ
た
記
録
「
浦
賀
中
興
雑
記
」
に
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
○
月
一
七
日
浦
賀
宮
下
町
叶
神
社
前
の
湖
幡
屋
の

砂
糖
樽
の
中
か
ら
伊
勢
神
宮
の
剣
先
祓
が
発
見
さ
れ
る
。
湖
幡
屋
は

こ
の
時
身
代
が
衰
え
て
い
た
の
で
、
再
び
繁
昌
す
る
吉
瑞
で
あ
る
と

い
い
は
や
し
た
。
そ
の
後
浦
賀
の
所
々
に
御
札
降
り
が
あ
り
、
二

月
下
旬
か
ら
一
二
月
上
旬
に
か
け
て
大
祭
が
執
行
さ
れ
た
。
山
車
屋

台
を
作
り
種
々
の
手
踊
り
を
し
、
人
々
は
「
難
有
々
々
」
と
い
い

「
人
気
騒
立
夢
中
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
「
斬
る
費
用
厭
は
す
大
祭

ハ
鎮
守
叶
神
社
の
祭
礼
と
て
も
難
及
」
と
い
う
盛
大
な
も
の
に
発
展

し
た
。
こ
の
浦
賀
で
は
所
々
に
神
の
乗
り
移
り
が
お
り
、
「
札
の
御

降
り
ハ
信
仰
に
よ
る
こ
と
な
り
と
云
ひ
、
又
ハ
不
信
心
の
人
と
見
る

時
は
其
人
を
悪
し
く
云
ひ
、
多
言
の
内
に
は
人
々
の
胸
中
ニ
有
事
を

云
は
る
掻
時
は
驚
き
不
思
議
杯
と
感
し
た
る
も
の
も
有
よ
り
大
祭
り

五
四
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図２相模・武蔵国（三郡）における「ええじやないか」伝播経路図

①浦賀へ海路伝播後、三浦半島南部へ波及

遠江・駿河方面へ/ﾍｰｰ浦賀（１，２）一一三浦半島南部（１，２）

（海路）（陸路）

②東海道の各宿場町を伝播（－）

③東海道の各宿場町からその周辺地域への伝播（－－－－－）

箱根宿（３，４）

↓

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

小田原宿（５，６，８）-------淘綾郡山西村（７）

平i宿－－竃鯛捌
藤沢宿（６，１１～13,19)ペミミーーー江ノ島（14）

｜”<三三繍鰯'言①
戸i間一二二二二鯛''１'害塚区史，

保r宿⑫L～鰄繍１－久良岐郡横浜町（２０，２１，２４～28）

五
五

川崎宿（21）

注）カッコ内の数字は表ｌの史料番号
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費
用
催
促
も
せ
ず
、
我
は
百
両
・
弐
百
両
と
夢
中
に
な
り
て
出
金
せ

る
故
に
金
銭
集
り
し
な
り
」
、
「
御
札
の
不
降
家
は
…
…
彼
乗
移
り
生

神
様
に
敬
礼
し
伺
ひ
奉
り
し
に
、
御
降
り
無
き
は
信
心
の
足
ら
さ
る

な
り
、
水
を
浴
て
裸
体
に
て
神
社
仏
閣
へ
参
拝
す
べ
し
、
必
ず
遠
か

ら
ぬ
中
に
御
札
下
り
遣
わ
す
杯
と
喋
々
云
立
る
。
成
程
裸
体
参
り
す

る
翌
日
あ
た
り
に
は
何
か
御
札
其
家
の
前
か
或
は
庭
の
中
の
中
物
の

上
か
或
い
は
座
敷
杯
の
有
事
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
乗
移
り

生
神
様
」
が
、
御
札
降
り
の
な
い
の
は
不
信
心
に
よ
る
も
の
と
し
た

た
め
に
、
祭
礼
費
用
を
自
ら
進
ん
で
提
供
し
た
り
、
は
だ
か
参
り
に

赴
い
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
人
々
は
信
心
の
証
し
で
あ
る
御

札
降
り
が
あ
る
と
「
夫
よ
り
難
有
事
限
り
無
く
即
時
に
神
棚
に
燈
明

を
捧
げ
、
酒
を
取
れ
と
菰
被
り
の
酒
樽
を
担
い
込
、
赤
飯
を
蒸
し
、

所
々
縁
無
き
虚
迄
配
賦
し
た
り
」
と
、
御
札
降
り
を
有
り
難
く
受
け

と
め
、
降
下
し
た
御
札
を
祭
壇
を
設
け
て
祀
り
、
振
る
舞
い
を
し
て

祝
っ
た
。
こ
う
し
て
「
古
今
未
曾
有
」
と
騒
ぎ
と
な
っ
た
浦
賀
の

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
費
や
し
た
費
用
は
三
、
四
万
両
に
及
ん
だ

と
い
う
。
浦
賀
に
近
接
す
る
三
浦
郡
大
津
村
字
馬
堀
で
は
、
大
勢
の

三
○
歳
か
ら
五
○
歳
位
の
婦
人
が
各
々
髪
を
切
り
男
雷
に
し
、
半
天

股
引
三
尺
帯
と
い
う
い
で
た
ち
で
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
神
参
り
に

で
か
け
た
。
こ
う
し
た
女
子
の
男
装
は
東
海
地
方
以
西
の
地
域
に
お

い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
海
地
方
よ
り
東
で
の

法
政
史
学
第
四
十
七
号

例
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
一
一
一
浦
半
島
南
部
の
三
浦
郡
南
下
浦

上
宮
田
で
は
日
々
金
壱
分
ず
つ
降
下
し
五
、
六
○
日
間
そ
れ
が
続
い

た
と
い
う
。
ま
た
一
二
月
中
旬
三
浦
郡
和
田
あ
た
り
で
「
御
天
た
う

様
」
が
降
下
し
た
と
し
て
は
だ
か
参
り
す
る
人
が
み
ら
れ
た
。
こ
の

「
御
天
た
う
様
」
と
は
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
の
御
札
の
こ
と
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
が
、
「
御
天
た
う
様
」
の
降
っ
た
家
で
は
新
調
の
御
宮

に
そ
れ
を
勧
請
し
、
参
詣
に
訪
れ
る
人
々
に
酒
を
振
る
舞
っ
て
い
る

（
史
料
ｌ
）
。
三
浦
郡
須
軽
谷
村
で
も
御
札
降
り
が
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
「
不
動
尊
御
下
り
祝
目
出
度
覚
帳
諸
入
用
扣
帳
」
（
史
料

２
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
’
二
月
一
一
四
日
、
須
軽
谷
村

（
岡
）

名
主
一
二
右
衞
門
宅
の
垣
根
に
武
山
不
動
尊
札
が
と
ま
っ
て
い
る
の

を
、
三
右
衞
門
の
妹
く
に
が
発
見
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
月
五
日

に
「
不
動
尊
御
下
り
祝
」
が
執
行
さ
れ
、
村
内
外
か
ら
約
四
○
人
の

参
詣
人
が
妻
銭
を
も
っ
て
訪
れ
て
い
る
。

②
東
海
道
の
各
宿
場
町
を
伝
播

箱
根
宿
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
つ
い
て
は
「
編
年
雑

記
」
「
徒
然
叢
書
」
の
二
つ
の
史
料
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
い
ず
れ
も
降
札
日
が
い
つ
な
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
三
島

宿
の
降
札
開
始
日
が
一
○
月
一
八
日
、
小
田
原
宿
が
一
○
月
二
八
日

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
箱
根
宿
に
お
い
て
御
札
が
降
り
始
め
た
の
は
一

○
月
末
頃
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
「
此
符
の
降
下
る
家
は
饒
酒
を

五
六
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備
へ
て
、
祭
典
を
執
行
す
る
な
れ
は
、
此
如
き
家
中
過
半
を
占
め
、

皆
青
竹
に
〆
飾
り
そ
な
し
お
る
等
、
奇
怪
日
ふ
へ
か
ら
ず
」
（
史
料

４
）
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
箱
根
宿
本
陣
前
で
は
土

の
中
か
ら
黄
金
の
仏
像
が
一
体
出
現
し
て
い
る
（
史
料
３
）
。

小
田
原
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
一
○
月
二
八
日
に
筋
違
橋

町
の
餅
屋
七
兵
衞
の
家
へ
御
札
が
降
下
す
る
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の

後
御
札
降
り
が
相
次
ぎ
、
二
月
一
日
に
は
御
札
降
り
を
祝
う
祭
が

町
単
位
で
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
宿
で
は
生
人
形
が
日
替

で
飾
ら
れ
、
本
町
で
は
本
陣
片
岡
家
の
前
に
藤
棚
が
設
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
山
車
を
繰
り
出
し
、
夜
に
は
御
嗽
子
が
始
ま
り
、
大
神
楽
を

催
し
、
御
輿
を
巡
行
し
た
。
一
七
日
に
富
士
浅
間
神
社
札
と
八
幡
札

が
降
下
し
て
い
る
（
史
料
５
）
。
別
の
史
料
に
は
一
一
月
三
日
に
小

伊
勢
屋
佐
兵
衞
に
清
正
公
が
降
下
し
、
佐
兵
衞
家
は
大
騒
動
と
な
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
６
）
。
一
○
月
末
か
ら
一
一
月
の

中
頃
に
か
け
て
展
開
し
た
小
田
原
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、

淘
綾
郡
山
西
村
へ
と
伝
播
す
る
こ
と
に
な
る
。

大
磯
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
つ
い
て
は
「
箱
根
権
現
御
神

影
降
下
録
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
小
田
原
及
び
大
磯

に
降
下
多
く
、
大
磯
ハ
亟
領
（
箱
根
）
以
東
に
て
ハ
尤
多
く
降
下
し

た
る
土
地
に
し
て
、
実
に
戸
毎
の
観
あ
り
て
、
母
の
話
に
は
一
文
銭

を
一
丈
宛
奏
銭
と
し
つ
つ
来
り
し
に
、
｜
と
絹
も
以
て
ハ
足
ら
ざ
り

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

し
程
あ
り
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
大
磯
宿
に
お
い
て
も
御
札
降
り
が
盛

ん
に
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
史
料
８
）
。

平
塚
宿
で
の
様
相
を
記
録
す
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て

い
な
い
。
藤
沢
宿
の
御
札
降
り
は
二
月
六
日
に
開
始
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
降
札
は
開
始
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
の
騒
ぎ
は
、
宿
に
近
接
す
る
大
住
郡
馬
入
村
（
史
料

９
）
、
馬
入
川
を
越
え
た
位
置
に
あ
る
高
座
郡
柳
島
村
（
史
料
皿
）

へ
と
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
。

藤
沢
宿
に
お
け
る
御
札
降
り
に
つ
い
て
は
「
神
仏
御
影
降
臨
之
景

況
」
（
史
料
Ⅱ
）
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
藤
沢
宿
問

屋
で
大
久
保
町
町
名
主
の
堀
内
悠
久
が
詞
書
し
、
そ
の
子
郁
之
助
が

描
い
た
絵
巻
物
で
あ
る
。
い
つ
書
か
れ
た
も
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
郁
之
肋
が
明
治
四
二
八
七
一
）
年
に
一
七
歳
で
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
発
生
時
に
近
い
時
期
に

書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
悠
久
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
藤

沢
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
二
月
六
日
に
藤
沢
宿
本
陣
の
蒔

田
源
右
衞
門
の
子
供
の
懐
中
に
御
札
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。
そ
の
後
降
札
が
相
次
ぎ
、
堀
内
家
で
も
一
○
日
に
御
札
を

発
見
し
て
い
る
。
御
札
の
降
下
を
喜
ぶ
声
が
昼
夜
の
別
な
く
聞
こ
え

る
よ
う
に
な
る
と
、
御
札
降
り
の
な
い
家
で
は
、
降
下
を
願
っ
て
は

だ
か
参
り
に
で
か
け
た
。
御
札
降
り
の
あ
っ
た
家
で
は
老
人
も
若
者

五
七
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も
華
美
な
服
装
で
舞
い
、
な
か
に
は
三
味
線
を
持
ち
出
す
も
の
も

あ
っ
た
。
富
家
の
場
合
は
往
来
の
人
々
に
餅
や
酒
の
振
る
舞
い
を

行
っ
た
。
そ
う
し
た
騒
ぎ
の
と
こ
ろ
に
通
り
か
か
っ
た
二
人
の
外
国

人
に
対
し
て
投
石
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
絵
巻
物
の
筆

者
堀
内
悠
久
は
「
日
本
魂
の
ほ
ど
も
こ
れ
―
―
て
も
し
る
か
り
き
」
と

評
価
し
て
い
る
。
藤
沢
宿
で
の
こ
の
騒
ぎ
は
二
○
日
ほ
ど
続
い
た
と

い
う
。
絵
巻
物
の
な
か
で
最
も
目
を
引
く
場
面
は
、
葬
式
の
衣
装
を

着
た
人
々
が
「
日
光
山
東
照
宮
」
と
書
か
れ
た
幟
を
手
に
し
た
者
を

先
頭
に
、
家
型
の
棺
桶
を
担
い
で
練
り
歩
く
姿
で
あ
る
。
日
光
山
東

照
宮
は
徳
川
幕
府
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
幕
府
の
葬
列

を
あ
ら
わ
し
た
仮
装
行
列
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
御
札
降
り
は
、
世
の
中
が
変
わ
る
、
幸
福
が

到
来
す
る
前
兆
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
沢
宿
の
人
々
は
徳

川
の
世
の
終
焉
を
御
札
降
り
に
よ
っ
て
確
信
し
、
そ
れ
を
表
現
し
た

の
だ
ろ
う
。
二
月
一
一
一
日
に
は
助
郷
会
所
か
ら
村
々
に
対
し
、
一

一
日
夜
助
郷
会
所
に
八
幡
宮
札
が
降
っ
た
の
で
、
村
々
で
信
心
の
者

が
い
た
ら
参
詣
に
来
る
よ
う
に
と
の
廻
状
を
回
し
て
い
る
（
史
料

胆
）
。
ま
た
、
「
江
府
行
記
」
（
史
料
６
）
に
は
二
月
一
○
日
の
こ

と
と
し
て
二
藤
沢
宿
辺
御
札
降
は
じ
め
候
、
夫
占
小
田
原
宿
之

問
、
惣
而
御
降
有
之
候
事
」
と
あ
り
、
東
海
道
小
田
原
・
藤
沢
宿
間

で
は
、
御
札
降
り
騒
ぎ
が
か
な
り
盛
ん
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と

法
政
史
学
第
四
十
七
号

が
わ
か
る
。
藤
沢
宿
の
盛
大
な
騒
ぎ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
江
ノ
島

（
史
料
ｕ
）
・
久
良
岐
郡
泥
亀
新
田
（
史
料
旧
）
・
鎌
倉
郡
材
木
座

村
（
史
料
旧
）
に
お
い
て
も
御
札
降
り
騒
ぎ
が
展
開
す
る
こ
と
に
な

る
。次
の
戸
塚
宿
で
は
、
御
札
降
り
騒
ぎ
全
体
が
一
一
月
上
旬
か
ら
一

二
月
下
旬
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
御
札
降
り
は
在
方
に
少
な

く
、
多
く
は
町
方
で
、
藤
沢
・
戸
塚
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
の
家
に
降
っ

た
と
さ
れ
る
。
人
々
は
こ
の
御
札
の
降
下
を
、
な
ぜ
と
は
わ
か
ら
な

い
が
た
だ
め
で
た
い
と
い
っ
て
身
上
に
応
じ
た
施
し
を
行
っ
た
。
戸

塚
宿
問
屋
の
八
升
（
内
山
家
）
や
升
善
（
八
升
の
一
族
）
な
ど
は

三
、
四
百
両
ず
つ
施
し
、
ほ
か
に
も
こ
れ
に
準
じ
て
一
一
一
○
両
、
五
○

両
ま
た
は
一
○
○
両
、
一
五
○
両
施
す
者
も
い
た
。
ご
く
下
層
の
家

で
も
二
、
三
両
く
ら
い
は
出
し
、
一
同
乱
心
の
よ
う
に
な
っ
て
騒
い

だ
と
い
う
。
暮
れ
に
な
っ
て
も
騒
ぎ
は
や
ま
ず
、
正
月
の
仕
度
も
で

き
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
Ⅲ
）
。
こ
う
し
た
騒
ぎ
は
、

戸
塚
宿
周
辺
の
鎌
倉
郡
名
瀬
村
（
史
料
旧
）
・
同
郡
田
谷
村
へ
波
及

す
る
こ
と
に
な
る
。

保
土
ケ
谷
宿
に
お
い
て
は
二
月
一
○
日
頃
に
御
札
が
降
り
始
め

た
と
さ
れ
る
（
史
料
Ⅲ
）
。
保
土
ケ
谷
宿
入
口
（
帷
子
町
）
の
田
□

屋
と
い
う
万
屋
に
姪
子
大
黒
天
札
が
降
下
し
た
こ
と
が
同
じ
史
料
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
は
知
る
こ

五
八
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と
が
で
き
な
い
。
久
良
岐
郡
平
沼
新
田
（
史
料
皿
）
・
久
良
岐
郡
横

浜
町
（
史
料
別
、
Ⅲ
、
皿
～
邪
）
・
橘
樹
郡
芝
生
村
（
史
料
皿
、

別
）
で
展
開
し
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
、
保
土
ケ
谷
宿
の
騒
ぎ

が
波
及
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

神
奈
川
宿
へ
は
一
一
月
二
○
日
に
酒
・
穀
物
問
屋
の
伊
野
屋
（
水

橋
屋
太
郎
兵
衞
）
宅
に
日
光
中
禅
寺
走
り
大
黒
札
が
降
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
五
○
○
両
も
の
振
る
舞
い
を
行
っ
た
と
い
う
。
同
じ
日
に
廻

船
問
屋
の
紀
伊
国
屋
へ
は
九
頭
竜
権
現
の
御
札
が
降
り
、
呉
服
屋
の

か
や
木
屋
へ
は
戸
隠
権
現
札
が
降
下
し
た
と
あ
る
（
史
料
Ⅲ
）
。
こ

の
宿
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
伊
野
屋
で
み

ら
れ
た
よ
う
な
盛
大
な
振
る
舞
い
が
所
々
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。

川
崎
宿
に
お
い
て
は
、
｜
｜
月
二
一
一
一
日
に
旅
篭
屋
へ
御
札
降
り
が

あ
り
、
投
げ
餅
が
行
わ
れ
て
い
る
（
史
料
Ⅲ
）
。
こ
れ
以
外
に
も
御

札
降
り
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て
、
川
崎
宿
で

の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
記
録
す
る
も
の
は
他
に
発
見
さ
れ
て
い

な
い
。

③
東
海
道
の
各
宿
場
か
ら
そ
の
周
辺
地
域
へ
の
伝
播

小
田
原
宿
か
ら
御
札
降
り
騒
ぎ
が
波
及
し
た
と
思
わ
れ
る
淘
綾
郡

山
西
村
で
は
、
二
月
七
日
夜
、
薬
師
堂
妻
銭
箱
に
小
判
形
の
金
銀

に
光
る
石
が
降
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
町
内
や
村
々
か
ら
寄
進
が

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

あ
り
八
日
か
ら
二
日
ま
で
に
金
一
四
、
五
両
・
二
○
両
集
ま
っ
た

と
い
う
噂
で
あ
っ
た
。
一
二
日
に
は
神
楽
を
催
し
、
こ
の
日
も
参
詣

人
が
群
集
し
た
。
日
々
参
詣
の
者
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う

（
史
料
７
）
。

平
塚
宿
か
ら
伝
播
し
た
と
思
わ
れ
る
大
住
郡
馬
入
村
で
は
二
月

二
○
日
に
馬
入
川
河
口
で
薬
問
屋
を
営
む
杉
山
家
に
皇
太
神
宮
の
御

札
が
降
下
し
た
。
二
一
日
御
取
締
役
か
ら
質
素
に
祝
う
よ
う
注
意
を

受
け
て
い
た
の
で
、
酒
樽
は
町
行
事
に
渡
し
た
が
、
村
中
へ
赤
飯
を

一
重
ず
つ
、
子
供
に
は
み
か
ん
一
俵
を
振
る
舞
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
に
日
待
も
行
っ
て
お
り
、
今
回
の
御
札
降
り
で
米
五
斗
・
赤
小
豆

九
升
・
酒
一
斗
五
升
を
振
る
舞
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
史
料
（
史
料

９
）
に
は
各
地
で
御
札
降
り
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
や
、
宿
々
村
々

で
の
は
だ
か
参
り
の
流
行
、
引
法
大
師
の
乗
り
移
っ
た
娘
が
い
る
こ

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
’
一
一
月
一
三
日
の
項
に
は
「
此
度
諸
国
江

神
々
様
御
札
井
一
一
金
等
御
下
り
卜
申
、
其
家
々
へ
御
札
有
之
一
一
付
火

難
有
之
候
而
者
と
申
」
毎
夜
村
中
の
若
者
が
は
だ
か
参
り
に
で
か
け

た
と
あ
る
。
ま
た
、
若
者
に
よ
っ
て
御
輿
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の

際
、
こ
の
史
料
の
記
録
者
で
あ
る
杉
山
家
の
塀
に
御
輿
が
ぶ
つ
け
ら

れ
て
五
ケ
所
破
損
し
た
こ
と
、
近
村
で
は
だ
か
参
り
が
流
行
し
て
い

る
こ
と
も
記
し
て
い
る
（
史
料
９
）
。

高
座
郡
柳
島
村
も
ま
た
、
平
塚
宿
の
御
札
降
り
騒
ぎ
の
波
が
波
及

五
九
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し
た
地
域
と
思
わ
れ
る
。
柳
島
村
で
は
名
主
で
廻
船
問
屋
で
も
あ
る

藤
間
善
五
郎
家
に
御
札
の
降
下
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
様
子
を
善

五
郎
は
「
太
平
年
表
録
」
（
史
料
皿
）
に
記
し
て
い
る
。
’
○
月

（
二
月
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
）
一
一
一
日
、
善
五
郎
の
孫
・
瓊
太
郎
が

馬
入
川
に
浮
遊
す
る
水
天
宮
を
拾
い
、
五
日
に
こ
れ
を
祀
っ
た
。
’

一
月
二
日
の
朝
、
津
島
牛
頭
天
王
札
が
降
下
し
、
翌
日
は
僧
を
呼

び
読
経
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
四
日
に
は
日
光
大
黒
天
札
が
降
り
、

翌
一
五
日
に
は
三
体
の
御
札
を
一
祠
に
祭
祀
し
、
村
中
の
若
者
に
酒

を
、
子
供
達
に
は
赤
飯
を
振
る
舞
っ
て
い
る
。
こ
の
日
も
家
に
僧
を

呼
び
読
経
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
小
田
原
山
王
原
の
海
岸
で
、
善

五
郎
の
持
船
の
積
み
荷
が
何
者
か
に
よ
っ
て
陸
揚
げ
さ
れ
て
お
り
、

舟
子
達
は
手
間
が
省
け
喜
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
善
五
郎
は
「
是
し
前
代
未
曾
有
ノ
霊
験
也
」
と
驚
き
を
記
し
て

い
る
。
一
七
日
に
は
瓊
太
郎
他
、
村
人
六
○
余
人
が
伊
勢
参
り
に
出

立
し
て
い
る
。

藤
沢
宿
か
ら
伝
播
し
た
と
思
わ
れ
る
江
ノ
島
の
御
札
降
り
騒
ぎ
に

つ
い
て
は
、
江
ノ
島
神
社
の
神
官
で
あ
っ
た
清
野
久
雄
氏
に
よ
る
聞

き
書
が
残
る
の
み
で
あ
る
（
史
料
Ⅲ
）
。
江
ノ
島
の
家
々
に
御
札
や

数
珠
な
ど
の
「
オ
サ
ガ
リ
モ
ノ
」
が
あ
り
、
皆
で
「
世
の
中
が
変
わ

る
だ
ん
べ
」
な
ど
と
言
い
合
っ
て
い
た
と
い
う
。
御
札
の
降
下
に

よ
っ
て
、
江
ノ
島
の
人
々
は
新
し
い
世
の
到
来
を
感
じ
て
い
た
こ
と

法
政
史
学
第
四
十
七
号

が
わ
か
る
。

鎌
倉
郡
材
木
座
村
も
藤
沢
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
こ
の
地

へ
波
及
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
材
木
座
村
で
は
い
つ
御
札
降
り

が
始
ま
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
ず
小
坪
で
降
札
が
あ
っ
た

と
い
う
。
御
札
の
降
っ
た
こ
と
を
契
機
に
伊
勢
参
り
に
い
っ
た
者
も

あ
り
、
そ
の
家
で
は
「
は
っ
い
せ
で
縁
も
。
…
：
お
め
で
と
う
、
お
め

で
と
う
」
と
来
る
入
ご
と
に
大
振
る
舞
い
を
し
、
裸
に
な
っ
て
「
お

め
で
と
う
、
お
め
で
と
う
」
と
唄
い
踊
り
回
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
で

身
上
を
潰
し
た
家
も
あ
っ
た
と
い
う
（
史
料
旧
）
。

鎌
倉
か
ら
山
を
越
え
た
久
良
岐
郡
泥
亀
新
田
に
も
御
札
降
り
は

あ
っ
た
。
こ
こ
へ
は
材
木
座
村
辺
か
ら
鎌
倉
道
を
経
て
流
行
が
到
達

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
新
田
開
発
者
の
永
島
氏
の
家
で
は
朝
起

き
て
見
る
と
、
石
尊
の
御
札
が
床
の
間
に
立
て
掛
け
て
あ
っ
た
と
い

う
。
御
札
が
降
下
す
る
の
は
、
家
々
の
窓
や
生
垣
の
上
で
、
土
の
上

に
降
下
し
た
も
の
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
こ
の
地
域
へ
は
伊
勢
の
剣

先
も
降
っ
た
が
、
大
山
石
尊
の
御
札
が
多
か
っ
た
と
い
う
（
史
料

川
）
ｏ戸
塚
宿
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
鎌
倉
郡
名
瀬
村
に
波
及
し
、

大
工
伝
八
方
に
一
筋
の
矢
が
降
っ
た
。
こ
れ
は
神
主
な
ど
が
湯
の
花

に
使
う
紙
製
の
羽
の
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
降
下
の

あ
っ
た
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
（
史
料
旧
）
。
戸
塚
宿
の
騒
ぎ
は
鎌

六
○
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倉
郡
田
谷
村
に
も
及
び
、
一
二
月
に
御
札
降
り
の
大
祝
い
を
催
し
、

’
’
七
人
か
ら
九
両
二
分
余
と
、
晒
木
綿
二
三
反
ほ
ど
が
集
め
ら
れ
て

（
別
）

い
る
。

保
土
ケ
谷
宿
と
神
奈
川
宿
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
芝
生
村

で
は
二
月
二
八
日
朝
、
街
道
沿
い
の
「
農
間
穀
類
渡
世
」
岩
松
方

に
清
正
公
札
が
降
下
し
、
驚
い
た
岩
松
は
そ
の
御
札
を
家
に
祀
っ

た
。
そ
し
て
岩
松
は
こ
の
御
札
降
り
を
名
主
に
申
し
出
、
同
日
、
名

主
は
取
り
調
べ
の
上
こ
の
一
件
を
神
奈
川
奉
行
へ
報
告
し
て
い
る

（
史
料
別
）
。
芝
生
村
へ
は
一
一
月
一
二
日
と
二
四
日
に
御
札
降
り

に
伴
う
祭
礼
を
禁
じ
た
触
れ
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
依
然

と
し
て
御
札
降
り
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
村
へ
の

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
保
土
ケ
谷
宿
か
ら
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る

シ
フ
ｏ横
浜
町
へ
の
御
札
降
り
も
ま
た
、
保
土
ケ
谷
宿
か
ら
伝
播
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
御
札
が
降
り
始
め
た
の
は
二
月
一
○
日
（
史
料

Ⅲ
）
と
さ
れ
て
お
り
、
｜
五
日
に
は
横
浜
波
止
場
見
張
番
所
を
始

め
、
本
町
三
丁
目
辺
り
に
御
札
の
降
下
が
み
ら
れ
、
一
七
日
ま
で
に

三
○
カ
所
降
っ
た
。
御
札
の
降
っ
た
所
は
参
詣
人
で
賑
わ
い
、
施
行

が
行
わ
れ
た
。
詰
所
近
辺
に
も
御
札
降
り
は
あ
っ
た
が
、
貧
民
が
多

い
た
め
振
る
舞
い
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（
史
料
別
）
。
昭
和
五
年
刊

の
『
横
浜
の
伝
説
と
口
碑
』
（
史
料
別
）
の
な
か
の
「
神
下
り
の

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

話
」
の
節
に
は
、
古
老
か
ら
の
闇
書
と
し
て
御
札
降
り
の
模
様
が
記

さ
れ
て
い
る
。
「
神
下
り
と
い
ふ
の
は
神
社
の
お
札
が
降
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
日
中
で
も
夜
中
で
も
神
札
が
舞
ひ
下
っ
て
来
る
の
で

あ
っ
た
。
自
分
の
家
へ
神
が
お
下
り
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
決
し
て

粗
相
に
し
て
は
な
ら
ぬ
と
あ
っ
て
、
こ
の
札
か
ら
幸
福
が
生
ま
れ
る

も
の
と
信
じ
切
っ
て
大
変
な
お
祭
り
を
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
あ

り
、
御
札
降
り
が
人
々
に
と
っ
て
疑
い
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
ま

た
、
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
辺
り
で
は
御
札
降
り
が
あ
る
と
お
日
待
ち
が
行
わ
れ
、
赤
飯
や

酒
を
振
る
舞
い
、
「
沢
山
に
飲
み
食
い
さ
れ
た
家
で
は
、
神
様
の
御

機
嫌
が
よ
い
と
て
喜
ん
で
居
る
と
い
ふ
始
末
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
時
降
っ
て
来
た
御
札
を
持
っ
て
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
に
出
た
者
も

あ
っ
た
。
こ
の
御
札
降
り
は
、
台
町
に
住
む
篤
麿
法
印
と
い
う
公
卿

の
落
胤
と
い
わ
れ
た
人
物
の
い
た
ず
ら
で
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。
明
治
四
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
横
浜
開
港
側
面
史
』
（
史
料

筋
）
に
は
「
お
札
の
お
下
り
」
と
い
う
見
だ
し
で
、
当
時
南
仲
通
一
一
一

丁
目
に
住
ん
で
い
た
古
老
の
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
今
か
ら
考

へ
て
見
れ
ば
大
方
夜
の
問
に
何
者
か
ご
撒
い
て
歩
い
た
も
の
で
せ
う

が
、
其
頃
は
ま
だ
迷
信
が
深
く
て
別
段
疑
ひ
も
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う

に
、
人
々
は
御
札
降
り
を
紛
れ
も
な
い
真
実
と
し
て
受
け
と
め
た
。

御
札
降
り
の
あ
っ
た
家
で
は
大
騒
ぎ
を
し
、
青
竹
で
蕊
を
作
る

一
ハ
ー

Hosei University Repository



な
ど
色
々
に
飾
り
立
て
、
御
札
を
祭
壇
に
設
け
て
祀
っ
て
い
る
と
、

そ
こ
へ
は
参
詣
人
が
奏
銭
を
持
っ
て
訪
れ
た
。
こ
う
し
た
騒
ぎ
は
一
一
一

○
日
ほ
ど
続
い
た
と
い
う
。
名
古
屋
の
文
人
・
小
寺
玉
晁
の
蒐
集
に

よ
る
「
丁
卯
雑
拾
録
」
（
史
料
別
）
の
二
月
中
旬
の
江
戸
か
ら
の

書
状
に
は
「
両
三
日
以
前
５
頻
二
神
札
天
降
彼
地
之
人
気
も
何
も
な

く
面
白
く
お
か
し
く
相
成
陽
気
充
満
」
と
あ
る
。
幕
臣
川
路
聖
謨
の

記
録
「
東
洋
金
鴻
」
の
二
月
二
六
日
の
条
に
土
岐
虎
之
介
の
話
と

し
て
、
異
人
店
に
御
札
の
降
下
が
あ
り
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
御

札
を
祀
り
、
貧
民
に
金
を
施
し
た
と
い
う
（
史
料
幻
）
。
こ
の
ほ
か

上
総
国
の
豪
農
の
所
有
す
る
小
豆
が
横
浜
に
降
っ
た
こ
と
、
御
札
降

り
に
つ
い
て
悪
く
言
う
者
は
色
々
な
災
害
を
被
る
と
い
っ
た
噂
が

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
勢
国
度
会
郡
の
堀
内
芳
兵
衛

が
記
し
た
「
慶
応
伊
勢
御
影
見
聞
諸
国
不
思
議
之
扣
」
に
よ
れ
ば
江

戸
・
横
浜
表
に
は
毎
日
石
が
降
り
、
外
国
人
が
神
国
を
恐
れ
て
い
る

と
い
う
。
ま
た
、
横
浜
沖
に
大
き
な
洲
が
で
き
、
外
国
船
の
出
入
り

が
で
き
な
い
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
肥
）
。

以
上
、
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い

か
」
の
概
観
を
三
つ
の
伝
播
経
路
に
そ
っ
て
み
て
き
た
。
一
○
月
一

七
日
に
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
浦
賀
へ
上
陸
し
、
そ
の
後
、
一
○

月
末
に
箱
根
宿
を
越
え
た
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
東
海
道
の
各
宿

へ
と
伝
播
し
て
い
く
。
御
札
降
り
と
そ
れ
に
伴
う
騒
ぎ
の
あ
っ
た
地

法
政
史
学
第
四
十
七
号

域
は
、
三
浦
半
島
と
東
海
道
箱
根
宿
か
ら
川
崎
宿
と
そ
の
周
辺
地
域

で
あ
り
、
北
部
の
村
々
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
全
体
的
に
み
る

と
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
最
高
の
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
の
は

二
月
の
半
ば
で
あ
っ
て
、
明
治
元
（
’
八
六
八
）
年
に
は
平
常
の

生
活
に
一
戻
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
人
々
が
発
見
し
た
降
下
物
の
多
く
は
、
伊
勢
神
宮
を

は
じ
め
富
士
浅
間
・
大
山
石
尊
と
い
っ
た
よ
う
な
、
地
域
の
人
々
が

講
な
ど
を
通
じ
て
盛
ん
に
参
詣
に
赴
い
て
い
る
社
寺
や
、
土
俗
の
信

仰
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
御
札
で
あ
っ
た
。
空
か
ら
の
降
下

物
を
見
付
け
る
と
、
そ
の
家
で
は
祭
壇
を
設
け
て
祀
り
、
御
札
降
り

を
祝
っ
て
の
投
げ
餅
や
酒
の
振
る
舞
い
な
ど
を
行
っ
た
。
地
域
に

よ
っ
て
は
こ
う
し
た
被
降
札
者
に
よ
る
個
人
的
な
祝
祭
に
と
ど
ま
ら

ず
、
町
や
村
の
既
存
の
組
織
を
単
位
と
し
た
と
思
わ
れ
る
集
団
的
な

祭
が
展
開
し
た
。
横
浜
町
・
川
崎
宿
・
神
奈
川
宿
・
保
土
ケ
谷
宿
・

戸
塚
宿
は
前
者
の
形
態
に
含
ま
れ
、
浦
賀
・
小
田
原
宿
・
藤
沢
宿
・

大
住
郡
馬
入
村
・
高
座
郡
柳
島
村
は
後
者
の
形
態
に
含
ま
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
一
部
の
地
域
に
お
い
て
は
、
婦
人
が
男
装
す
る
な

ど
の
異
様
な
行
動
が
展
開
し
た
が
、
全
体
的
に
は
、
西
日
本
で
展
開

し
た
よ
う
な
非
日
常
性
の
強
い
狂
乱
状
態
か
ら
は
、
遠
い
様
相
を
示

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
地
域
で
も
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
騒
ぎ
に
な
か
で
社
寺
へ

一
ハ
ー
ー
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の
参
詣
が
盛
行
し
た
が
、
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
藤
沢
宿
で
は
「
降
ま
さ
ぬ
家
二
は
そ
を
う
ら
や
み
て
き
い
二

き
そ
へ
し
、
は
た
へ
あ
ら
ハ
に
風
し
む
と
も
い
と
は
す
霜
ふ
み
は
し

り
、
神
ま
う
て
に
鈴
ふ
り
た
て
は
ら
ひ
給
へ
清
め
と
ハ
い
は
て
…

…
六
根
清
浄
と
言
つ
魯
身
ひ
た
あ
せ
に
な
り
て
」
（
史
料
Ⅱ
）
と
い

う
様
相
が
み
え
、
浦
賀
に
お
い
て
も
「
御
札
の
不
降
家
は
…
…
彼
の

乗
移
り
生
神
様
に
敬
礼
し
伺
い
奉
り
し
に
、
御
降
り
無
き
は
信
心
の

足
ら
さ
る
な
り
、
水
を
浴
て
裸
体
に
て
神
社
仏
閣
へ
参
拝
す
べ
し
」

（
史
料
１
）
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
御
札
降
り
の
無
い
の
は
信
心
不
足

で
あ
る
と
解
釈
し
、
近
接
社
寺
へ
参
詣
に
赴
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
浦
賀
の
場
合
は
、
「
乗
移
り
生
神
様
」
が
こ
の
地
域
の
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
騒
ぎ
の
煽
動
者
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
、
大
住
郡
馬
入
村
に
お
い
て
「
此
度
諸
国
江

神
々
様
御
札
井
一
一
金
等
御
下
り
卜
申
、
其
家
々
へ
御
札
有
之
一
一
付
、

火
難
有
之
候
而
者
と
申
大
磯
宿
金
毘
羅
八
幡
宮
大
山
不
動
尊
へ
は
だ

か
参
り
等
、
村
中
毎
夜
々
一
一
致
候
処
」
（
史
料
９
）
と
あ
り
、
御
札

降
り
に
対
す
る
御
礼
参
り
を
し
な
け
れ
ば
神
罰
が
下
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
人
々
は
「
火
難
」
、
つ
ま

り
火
事
を
恐
れ
て
近
隣
の
社
寺
へ
参
詣
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
浦
賀

で
は
「
此
時
大
津
村
字
馬
堀
の
婦
人
凡
年
令
三
十
歳
以
上
よ
り
五
十

歳
以
下
迄
の
人
々
、
各
髪
を
切
り
て
男
雷
に
髪
を
結
ひ
、
半
天
股
引

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

き
三
尺
帯
を
締
め
、
大
勢
連
て
そ
ら
歌
を
う
た
っ
て
近
郷
の
神
参
り

な
り
と
て
余
等
前
通
り
行
た
り
し
」
（
史
料
ｌ
）
と
、
婦
人
の
集
団

が
男
装
を
し
て
近
隣
の
社
寺
に
参
詣
に
赴
く
例
も
あ
っ
た
。
女
性
の

男
装
は
東
海
地
方
以
西
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
東

海
地
方
よ
り
東
に
お
い
て
は
こ
の
事
例
が
初
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
隣
社
寺
へ
の
参
詣
の
ほ
か
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
詣
も

み
ら
れ
た
。
’
○
月
（
｜
｜
月
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
）
三
日
に
御

札
が
降
下
し
た
高
座
郡
柳
島
村
の
藤
間
善
五
郎
家
で
は
、
二
月
一

七
日
に
「
家
孫
瓊
太
郎
始
メ
村
中
ノ
者
伊
勢
参
宮
催
シ
」
（
史
料

Ⅵ
）
た
。
こ
の
時
、
村
人
六
○
人
余
名
が
出
立
し
た
と
い
う
。
鎌
倉

郡
材
木
座
村
で
は
「
伊
勢
ま
い
り
に
行
っ
た
家
で
は
『
は
っ
い
せ
で

縁
も
。
…
：
お
め
で
と
う
、
お
め
で
と
う
』
…
…
と
裸
に
な
っ
て
唄
っ

た
り
踊
り
ま
わ
っ
て
」
（
史
料
旧
）
い
た
と
い
う
。
ま
た
横
浜
町
で

も
「
こ
の
札
を
持
っ
て
伊
勢
参
り
を
し
た
も
の
ｈ
話
を
聞
く
と
」

（
史
料
別
）
と
あ
り
、
所
々
で
御
札
降
り
を
き
っ
か
け
に
伊
勢
神
宮

へ
参
詣
に
赴
く
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
近
隣
社
寺

へ
の
参
詣
と
同
じ
く
御
札
降
り
に
対
す
る
御
礼
参
り
あ
る
い
は
御
札

の
降
下
を
願
っ
て
の
参
詣
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
Ｈ
の
な
か
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
以

前
に
「
お
か
げ
参
り
」
に
つ
い
て
の
情
報
が
人
々
の
問
に
ひ
ろ
ま
っ

て
お
り
、
人
々
は
御
札
の
降
下
に
は
じ
ま
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

一ハーーー
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を
「
お
か
げ
参
り
」
と
重
ね
て
と
ら
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

伊
勢
神
宮
へ
の
参
詣
現
象
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
「
…
…
其
外

程
ケ
谷
・
横
浜
二
而
十
日
５
一
一
十
日
迄
二
凡
一
一
十
軒
計
降
候
…
…

但
、
其
内
二
伊
勢
太
神
宮
之
御
祓
二
軒
江
降
候
よ
し
」
（
史
料
Ⅲ
）
、

「
…
…
伊
勢
御
祓
其
外
神
仏
之
守
護
札
…
…
」
（
史
料
皿
）
と
伊
勢
神

宮
の
御
札
の
降
下
を
他
の
御
札
の
降
下
と
区
別
す
る
の
は
、
「
お
か

げ
参
り
」
が
伊
勢
神
宮
札
の
降
下
に
始
ま
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
域
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
対
し
て
、
幕

藩
権
力
側
は
ど
う
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
橘
樹
郡
芝
生
村
の

「
御
用
留
」
に
よ
る
と
、
二
月
一
一
一
日
、
横
浜
町
会
所
は
保
土
ケ

谷
宿
・
平
沼
新
田
・
芝
生
村
に
む
け
て
、
施
し
も
の
等
の
差
出
し
は

勝
手
だ
が
、
通
行
の
差
支
え
と
な
る
よ
う
な
往
来
へ
の
積
み
物
や
投

げ
餅
は
三
日
限
り
、
祭
礼
は
禁
止
と
い
う
触
を
出
し
て
い
る
（
史
料

皿
）
。
し
か
し
一
度
の
禁
令
で
は
事
態
は
お
さ
ま
ら
ず
、
市
在
取
締

掛
か
ら
神
奈
川
奉
行
所
御
預
所
で
あ
る
吉
田
町
か
ら
太
田
町
ま
で
の

一
ニ
ヵ
村
に
出
さ
れ
た
回
状
に
よ
る
と
、
店
先
へ
御
札
を
飾
り
置

き
、
往
来
の
人
々
に
向
け
投
げ
餅
を
し
た
り
、
酒
を
振
る
舞
う
こ
と

が
続
け
ら
れ
、
な
か
に
は
幟
を
立
て
て
横
行
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
た
民
衆
の
行
動
に
対
し
「
不
埒
之
事
」
「
奇
怪
・
異

跡
之
筋
」
と
し
取
締
り
を
強
化
し
て
い
る
（
史
料
皿
）
。
同
月
二
七

法
政
史
学
第
四
十
七
号

日
、
藤
沢
宿
の
寄
場
は
村
々
に
対
し
「
仮
令
右
御
影
・
守
護
札
等
降

来
致
候
共
、
銘
々
自
己
之
信
心
の
み
二
而
村
内
一
統
多
人
数
寄
集

り
、
農
業
之
暇
を
實
シ
横
行
之
仕
成
方
等
無
之
様
質
素
二
取
計
申

旨
、
其
従
御
筋
御
沙
汰
二
付
」
（
史
料
旧
）
と
、
降
下
し
た
御
札
を

祀
る
こ
と
自
体
は
禁
止
し
て
は
い
な
い
が
、
人
々
が
集
ま
っ
た
り
、

生
業
を
打
捨
て
て
横
行
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

幕
藩
権
力
側
も
御
札
降
り
を
庶
民
と
同
じ
く
神
事
と
し
て
認
識
し
な

が
ら
も
、
治
安
維
持
の
立
場
か
ら
民
衆
の
動
き
を
最
小
限
の
も
の
に

抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
れ
を

徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
前
に
み
た
よ
う
に
、
藤
沢
宿
で

は
幕
府
の
葬
式
を
表
現
し
た
仮
装
行
列
が
横
行
し
た
が
、
幕
府
に

と
っ
て
不
吉
な
意
味
を
も
つ
出
し
物
を
制
止
で
き
な
い
ほ
ど
、
幕
藩

権
力
は
弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
が
「
え
え

じ
ゃ
な
い
か
」
を
拡
大
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
だ
と
い
え
よ
う
。

ま
た
支
配
者
側
は
騒
ぎ
の
拡
大
を
防
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
御
札

降
り
の
作
為
者
の
逮
捕
に
も
の
り
だ
し
て
い
る
。
降
札
者
が
捕
ら
え

ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し

い
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
史
料
Ⅳ
）

（
前
略
）
慶
応
三
年
都
鄙
流
言
神
符
降
下
晴
一
伝
萬
口
、
符
其
家

祭
神
施
酒
食
、
耗
財
物
甚
鯵
、
二
京
及
諸
邑
無
能
禁
、
君
時
在

六
四
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金
沢
、
旧
日
是
理
之
所
無
必
日
好
徒
之
為
也
、
因
命
吏
日
夜
物

色
、
或
自
出
按
之
人
皆
異
之
、
終
捕
一
人
果
懐
数
百
符
（
後

略
）

（
史
料
田
）

以
廻
状
申
達
候
、
然
者
、
加
藤
孫
三
郎
・
村
田
冨
蔵
両
人
、
関

東
御
取
締
御
出
役
中
村
治
平
様
御
手
配
二
而
御
召
捕
一
一
付
、
今

般
吟
味
二
相
成
候
処
、
当
十
一
月
以
来
処
々
宿
村
江
諸
札
落
放

し
、
人
心
ヲ
迷
七
、
如
何
之
及
所
業
候
旨
申
達
、
右
二
就
而
者

宿
方
為
引
合
藤
沢
宿
ら
川
崎
宿
迄
宿
々
小
前
江
役
人
差
添
、
同

宿
御
用
宿
迄
御
呼
出
二
相
成
、
厳
敷
御
利
解
之
上
、
若
此
上
心

得
違
之
者
於
有
之
者
厳
重
沙
汰
可
及
旨
仰
渡
候
間
、
組
合
村
限

り
小
前
末
々
迄
御
申
諭
被
成
候
、
此
廻
状
早
々
順
逹
可
被
成
候
、

卯
十
二
月
廿
四
日

戸
塚
宿役
人

大
小
惣
代
中

金
沢
藩
家
老
川
上
博
成
は
、
こ
の
御
札
降
り
騒
ぎ
は
好
徒
の
仕
業

に
違
い
な
い
と
し
て
藩
士
に
降
札
者
の
逮
捕
を
命
じ
、
昼
夜
捜
索
し

た
結
果
、
数
百
枚
の
御
札
を
所
持
し
た
も
の
を
捕
ら
え
て
お
り
（
史

料
Ⅳ
）
、
ま
た
、
’
二
月
二
四
日
、
関
東
取
締
出
役
中
村
治
平
は
一

一
月
以
降
に
お
き
た
御
札
降
り
の
犯
人
、
加
藤
孫
三
郎
・
村
田
富
蔵

の
二
人
を
捕
ら
え
て
い
る
（
史
料
旧
）
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
が
倒
幕

相
模
・
武
威
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

派
と
関
わ
り
が
あ
り
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
混
乱
を
ま
き
お
こ

す
こ
と
に
よ
っ
て
倒
幕
派
の
活
動
を
幕
府
の
目
に
と
ま
ら
ぬ
よ
う
に

（
弱
）

し
か
け
た
と
考
一
え
、
ｂ
れ
る
。
し
か
し
、
｜
つ
の
地
域
に
お
け
る
御
札

の
降
下
が
長
期
に
わ
た
っ
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
札
降
り

の
全
て
が
倒
幕
派
側
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
各
地
域
で
の
初
期
の

御
札
降
り
の
み
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
で
、
そ
の
後
の
降
札
は
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
民
衆
自
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
人
物
に
御
札
降
り
が

あ
っ
た
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
被
降

札
者
の
実
態
を
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
横
浜
商
人
、
商
人
、
町
・
村
・
宿
役
人
、
外
国
人
と
い
っ
た

人
々
か
ら
判
断
す
る
と
、
庶
民
の
反
感
や
攻
撃
の
対
象
と
な
る
要
素

を
持
つ
人
物
に
、
御
札
の
降
下
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
こ
う
し
た
人
々
の
ほ
か
に
も
貧
民
へ
の
降
札
も
あ
り
（
史
料

別
）
、
ま
た
「
藤
沢
戸
塚
杯
は
残
候
家
は
無
之
」
（
史
料
旧
）
、
「
大
磯

ハ
…
…
実
に
戸
毎
の
観
あ
り
て
」
（
史
料
８
）
と
い
う
状
況
か
ら
、

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
特
定
の
階
層
に
限
っ
て
降
札
が
あ
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
世

直
し
」
と
の
関
連
か
ら
論
じ
る
伊
藤
忠
士
氏
は
、
御
札
の
降
っ
た
家

は
上
層
の
家
ほ
ど
比
率
が
高
く
、
御
札
降
り
に
は
下
層
民
衆
の
上
層

民
衆
に
対
す
る
振
る
舞
い
の
要
求
の
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
下
層

六
五
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表２ 被降札者一覧

人名（名称）

法
政
史
学
第
四
十
七
号

一
ハ
ー
ハ

人名（名称） 分類 降札場所 備考
史料
番号

中山沖右衞門

石川孫左術門

田辺源五郎

下田屋文吉

下倉屋孫七

塩谷家

茅木屋佐兵術

[ﾛロ屋善兵術

伊野屋

紀伊国屋三郎

兵衞

杉山家

湖幡屋

岩松

小伊勢屋佐兵

衝

不明

藤間善五郎

鈴木三石衛門

堀内悠久

蒔田源右衞門

横浜商人

横浜商人

横浜商人

横浜商人

横浜商人

横浜商人

横浜商人

櫛浜商人

商人

商人

商人

商人

1門人

商人

商人

村役人

商人

村役人

H11役人

宿役人

宿役人

横浜町

横浜町

横浜町

横浜町

横浜町

横浜町

神奈川宿

保土ケ谷

宿

神奈111宿

神奈川宿

大住郡馬

入村

三浦郡浦

賀

芝生村

小田原宿

川崎宿

高座郡ＷＵ

島村

三浦郡須

鰹谷村

藤沢宿

藤沢宿

横浜村出身。洲千町に83.87坪の土地を拝借。

本町５丁目に70坪の土地を拝借。荒物、飼葉、乗

馬、ＩｌＬＩｉ ﾛ、 炭薪等を扱う。

弁天通５丁目に１９０．４坪の土地を拝借。異人食極、

生糸、水油等を扱う。

北仲通２丁目、海辺通２丁目、木111J２丁目にそれぞ

れ533坪、115坪、７()坪を拝借。相撲、手踊、浄瑠

璃、操人形、茶番狂言を興業。髪結床、湯屋男女風

呂を営業。芝居小屋の下田座に降下。

南ｲﾘ】通４丁目に103.6坪の土地を拝借。飯米、雑

穀、生糸、茶等を扱う。

iqll奈川宿の茅木屋（呉服屋）に降下。横浜町に出店

し、本ｌＨＪ２Ｔ目に100坪の土地を拝借。呉服、太

物、糸類、真綿等を扱う。

足立警兵術。保土ケ谷楠''１|【子'１１Jの１１１口屋（万屋）に

降下。「元治元年東海道保土ケ谷宿往還町並絵図」

によると間口６間、奥行５間、惣坪30坪、惣畳３７

畳。保土ケ谷宿のうちでは大店である。横浜町に出

店し、本ｍＩ２Ｔｎに64.4坪の土地を拝借。呉服、太

物、生糸、茶等を扱う。

水橋屋太郎兵衛。酒・穀物問屋

廻船問屋。

馬入村河口の薬問屋。

浦賀宮下町叶神社前。砂糖類、生糸、畳表類を販

完○

飯田岩松。農ｌｌＩ穀類波|Ｉｔｏ文久３年３月「芝生村宗

門人別帳」によれば高２斗９升４合６勺６才、２名

の使用人を抱えている。また明治３年９月「芝生村

明細帳」には高は文久３年と同じで、穀物糖塩商売

とある。

旅龍屋。

旅龍屋。

柳島村名主・廻船問屋。観音丸・不動丸（共に四百

石積）を所有。

須軽谷村名主。

藤沢宿問屋。藤沢宿大久保町町名主。

藤沢宿本陣。

４
４
４
４

５
５
ｌ

ｌ
ｌ
１

２
２
２
２

２
２
２

２
２
２
９
１

３２
６

１
０

２
１
２
１
１
１
１
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震

武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

注）人物については『枇浜市史』２，『保土ケ谷区郷土史』（上)、『戸塚区史』、『茅ケ崎市史』４を

参照。表中の史料番号は表Ｉと同じ。

民
衆
の
冨
商
ら
に
対
す
る
反
感
と
抵
抗
が
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の
直
接

（
卵
）

的
攻
撃
の
形
で
は
な
く
、
変
形
さ
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
た
も
の
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
御
札
は
ど
の
家
に
も

降
っ
た
し
、
御
札
の
降
ら
さ
れ
た
側
は
御
札
降
り
を
吉
瑞
と
し
て
受

け
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
札
降
り
が
下
層
民
衆
の
上
層
民
衆
に

対
す
る
攻
撃
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
御
札
降
り
は
、
下
層
民
が
上
層
民
に
よ
る
振
る
舞
い
を
期

待
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な

い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
伊
藤
氏
の
指
摘
は
、
御
札
降
り
。
「
え

え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
異
な
っ
た
認
識
に
よ
っ
て
、
打
ち
だ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
世
直
し
」
｜

摸
・
打
ち
こ
わ
し
に
連
な
る
も
と
の
す
る
見
解
を
示
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
が
御
札
降
り
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

た
の
か
を
、
次
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
模
様
を
記
録
し
て
い
る
藤
沢
宿
問

屋
・
藤
沢
宿
大
久
保
町
町
名
主
の
堀
内
悠
久
と
柳
島
村
名
主
・
廻
船

問
屋
の
藤
間
善
五
郎
の
二
人
の
意
識
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
絵
巻

「
神
仏
御
影
降
臨
之
景
況
」
（
史
料
Ⅱ
）
の
な
か
で
堀
内
悠
久
は

「
か
し
こ
く
も
神
代
の
む
か
し
に
か
へ
り
し
こ
こ
ち
せ
ら
れ
て
」
、

「
（
外
国
人
へ
の
投
石
を
見
て
）
日
本
魂
の
ほ
ど
も
こ
れ
―
―
て
も
し
る

か
り
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
御
札
降
り
に
よ
っ
て
引
き

六
七

八升

不明

伝八

薬師堂

永島亀代可

不明

不明

餅屋清兵術

田辺嘉平治

升善

エピスヤ

宿役人

宿役人

職人

寺院

新田開発

者

外国人

貧民

不明

不明

イ明

不明

戸塚宿

箱根宿

鎌倉郡名

瀬村

淘綾郡山

西村

久良'１皮郡

泥亀新田

横浜'11Ｊ

椴浜町

小旧原宿

横浜町

戸塚宿

江ノ島

内山家。戸塚宿問屋。

箱根宿本陣。

大工。

泥亀新田開発者。

小Ｈ１原柑筋述橘町。

樋浜駒形町。
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７
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起
こ
さ
れ
た
神
国
意
識
、
穰
夷
意
識
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
藤
間

善
五
郎
は
、
自
宅
へ
の
御
札
の
降
下
の
模
様
を
記
し
た
「
太
平
年
表

録
」
（
史
料
皿
）
の
な
か
で
、
「
神
国
に
生
れ
来
て
猶
か
し
こ
く
も
天

降
り
ま
す
時
に
あ
ふ
か
事
」
と
詠
ん
で
お
り
、
善
五
郎
も
ま
た
御
札

降
り
に
よ
っ
て
神
国
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
が
「
え
え
じ
ゃ

な
い
か
」
の
な
か
で
神
国
意
識
や
穰
夷
意
識
を
引
き
起
こ
さ
れ
た
背

景
に
は
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
代
表
す
る
教
養
人
で
あ
り
、

信
仰
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
堀
内
悠
久
と
藤
間
善
五
郎
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
触
れ

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
堀
内
悠
久
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
丹

波
国
篠
山
藩
士
堀
内
十
次
兵
衞
の
四
子
と
し
て
生
ま
れ
、
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
年
一
三
歳
の
時
に
藤
沢
宿
大
久
保
町
の
堀
内
家
の
養

子
と
な
る
。
御
札
降
り
の
時
に
は
藤
沢
宿
問
屋
と
大
久
保
町
町
名
主

を
勤
め
て
い
た
。
悠
久
は
水
戸
の
国
学
者
で
歌
人
の
間
宮
永
好
ら
に

教
え
を
受
け
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
国
学
的
思
想
の
影
響
を
感

じ
さ
せ
る
歌
を
約
六
千
首
詠
ん
で
お
り
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年

（
印
）

に
は
国
家
神
道
の
教
導
試
補
を
勤
め
て
い
る
。
悠
久
が
つ
え
え
じ
ゃ

な
い
か
」
の
際
に
み
せ
た
神
国
意
識
、
穰
夷
意
識
は
国
学
者
と
の
交

流
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
際
に
も
そ
う

し
た
意
識
が
表
出
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
藤
間
善
五
郎
は
享
和

元
（
’
八
○
一
）
年
に
生
れ
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
父
親
に
書
籍
を
溝

法
政
史
学
第
四
十
七
号

じ
て
も
ら
い
、
青
年
期
に
は
江
戸
生
れ
の
漢
学
者
、
秦
屋
池
に
よ
っ

て
漢
籍
を
学
ん
だ
。
善
五
郎
は
政
治
的
諸
事
件
を
書
き
留
め
た
り
、

仙
台
藩
に
対
す
る
国
益
政
策
の
建
言
文
を
作
成
す
る
ほ
ど
政
治
的
意

識
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
で
善
五
郎
は
保
守
的
な
思
想
の
持

ち
主
で
、
危
機
に
直
面
す
る
度
に
祈
祷
を
行
う
な
ど
、
神
仏
に
救
い

を
求
め
る
面
も
持
っ
て
い
た
。
ま
た
善
五
郎
は
近
村
三
八
ヵ
村
の
上

層
農
民
約
二
○
○
名
で
構
成
さ
れ
た
伊
勢
講
「
神
沢
講
」
の
講
元
で

（
卵
）

あ
っ
た
。
「
神
沢
講
」
は
天
保
九
（
’
八
二
一
八
）
年
に
天
照
大
神
の

神
徳
を
称
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
恩
に
報
い
る
こ
と
を
目
的
に
結
成

さ
れ
た
講
で
、
一
般
に
伊
勢
讃
に
は
信
仰
以
外
の
目
的
も
含
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
善
五
郎
自
身
は
か
な
り
信
心
深
い
人
物
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
「
神
国
に
生
れ
来
て
…
…
」
と
詠
む
背
景
が
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
悠
久
と
善
五
郎
が

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
際
に
抱
い
た
意
識
、
神
国
意
識
・
穰
夷
意

識
と
い
っ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
当
時
の
人
々
全
体
の
も
の
と
し
て

置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
特
別
な
学
問
や
信
仰
心
を
も
た
な
い
一
般
の
人
々
は
、

御
札
降
り
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
今
か
ら

考
え
て
み
れ
ば
大
方
夜
の
間
に
何
者
が
ご
撒
い
て
歩
い
た
も
の
で
せ

う
が
其
頃
は
ま
だ
迷
信
が
深
く
て
別
段
疑
ひ
も
せ
ず
」
（
史
料
班
）

と
あ
る
よ
う
に
、
御
札
降
り
に
対
し
て
人
為
的
な
も
の
で
は
な
い
か

六
八
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と
い
っ
た
疑
い
を
も
た
ず
、
紛
れ
も
な
い
神
聖
な
事
実
と
し
て
受
け

い
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
御
札
降
り
が
民
衆
自

身
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
御
札
を
降
下
さ
せ
る
人
物
に
階
層
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
前
掲
の
史
料
は
横
浜
商
人
の
意
識
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
上
層
民
自
身
で
御
札
を
降
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
御
札
降
り
の
作
為
者
は
下
層
民
衆
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
御
札
の
降
下
を
祝
っ
て
の
上
層
民
に
よ

る
振
る
舞
い
を
期
待
し
て
の
行
為
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
上
層
民
衆

か
ら
の
酒
食
の
振
る
舞
い
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
御
札

の
降
下
は
上
層
民
に
的
を
絞
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

下
層
民
自
身
へ
の
降
札
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
札
が
降
っ
て
く
る
と

い
う
事
実
そ
の
も
の
に
意
義
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

降
下
し
た
御
札
を
発
見
す
る
と
「
不
測
に
し
て
此
時
湖
幡
屋
の
身

代
も
少
し
衰
え
た
る
折
柄
な
れ
ば
縁
起
を
祝
ひ
是
よ
り
再
び
繁
昌
す

る
吉
瑞
な
り
と
云
は
や
し
」
（
史
料
１
）
、
弓
世
の
中
が
変
わ
る
だ
ん

べ
』
な
ど
と
い
い
あ
っ
て
い
た
」
（
史
料
Ⅲ
）
、
「
こ
の
札
か
ら
幸
福

が
生
ま
れ
る
も
の
と
信
じ
切
っ
て
大
変
な
お
祭
り
を
し
た
の
で
あ
っ

た
」
（
史
料
別
）
と
あ
り
、
御
札
の
降
下
は
世
の
中
が
か
わ
る
兆

し
、
あ
る
い
は
幸
福
の
到
来
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
垣
晴
次
氏
は
「
天
よ
り
の
降
下
を
契
機

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

（
別
）

１
と
す
る
幸
福
の
到
来
の
意
識
の
存
在
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ま
さ

に
こ
れ
が
前
代
未
聞
の
騒
ぎ
へ
と
発
展
さ
せ
た
原
動
力
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
相
模
・
武
蔵
国
（
’
一
一
郡
）
に
お
い
て
は
こ
の
□
で
み
た
よ

う
に
不
穏
な
社
会
が
こ
こ
十
数
年
続
い
て
き
た
。
こ
う
し
た
現
状
か

ら
の
離
脱
は
下
層
民
衆
を
は
じ
め
横
浜
商
人
と
い
っ
た
上
層
民
衆
に

至
る
ま
で
、
誰
も
が
待
ち
望
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

に
御
札
が
降
っ
た
の
で
あ
る
。
「
あ
な
め
で
た
し
と
い
は
ひ
よ
る
こ

ふ
こ
ゑ
よ
る
と
な
く
昼
と
な
く
あ
め
つ
ち
に
ひ
Ｈ
き
」
（
史
料
Ⅱ
）
、

「
只
々
難
有
々
々
と
云
ひ
し
な
り
」
（
史
料
１
）
と
、
人
々
は
御
札
降

り
を
喜
び
、
感
謝
す
る
の
で
あ
っ
た
。
御
札
降
り
が
人
々
に
幸
福
を

も
た
ら
す
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
自
分
の
家
へ
神

が
お
下
り
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
決
し
て
粗
相
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と

あ
っ
て
」
（
史
料
型
）
、
「
御
札
有
之
一
一
付
火
難
有
之
候
而
者
と
申
大
磯

宿
金
毘
羅
八
幡
宮
大
山
不
動
尊
へ
は
だ
か
参
等
、
村
中
毎
夜
々
一
一
致

候
処
」
（
史
料
９
）
と
あ
る
よ
う
に
、
御
札
降
り
に
対
し
て
な
ん
ら

か
の
祝
祭
、
ま
た
は
御
礼
参
り
を
し
な
け
れ
ば
、
神
の
た
た
り
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
を
伴
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
御
札
の

降
下
し
た
家
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
酒
食
の
饗
応
、
投
げ
餅
等
の
振
る

舞
い
は
、
御
札
降
り
を
喜
ん
で
の
行
為
で
あ
る
と
と
も
に
、
降
臨
し

た
神
に
奉
納
す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
参
詣

人
が
多
く
て
沢
山
飲
み
食
い
さ
れ
た
家
で
は
神
様
の
御
機
嫌
が
よ
い

六
九

Hosei University Repository



と
て
喜
ん
で
居
る
と
い
う
始
末
」
（
史
料
別
）
と
な
る
の
で
あ
る
。

御
札
降
り
を
下
層
民
か
ら
の
振
る
舞
い
の
要
求
で
あ
る
と
解
釈
し
て

不
本
意
な
が
ら
人
々
に
酒
食
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意

思
に
よ
っ
て
振
る
舞
い
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。
以
前
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
世
直
し
」
｜
摸
・
打
ち
こ
わ

し
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
盛
ん
に
論
じ
ら

れ
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
「
世
直
し
」
｜
摸
・
打
ち
こ
わ
し
の

（
帥
）

（
Ⅲ
）

変
形
で
あ
る
と
か
、
「
武
州
一
摸
に
続
く
」
も
の
と
す
る
評
価
が
Ｐ
つ

ち
だ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
民
衆
の
行
動
面
・

意
識
面
に
お
い
て
「
世
直
し
」
｜
摸
に
通
じ
る
よ
う
な
不
穏
な
様
子

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

慶
応
三
年
一
○
月
一
七
日
遠
江
・
駿
河
方
面
か
ら
海
上
を
伝
っ
て

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
は
浦
賀
に
上
陸
し
、
そ
れ
に
遅
れ
一
○
月
末

に
は
東
海
道
を
東
進
す
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
も
箱
根
宿
を
越
え

て
相
模
国
に
入
国
し
た
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
波
及
し
た
地
域

は
相
模
・
武
蔵
国
（
一
一
一
郡
）
全
域
で
は
な
く
、
三
浦
半
島
と
東
海
道

箱
根
宿
か
ら
川
崎
宿
と
そ
の
周
辺
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
の

「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
は
、
御
札
の
発
見
後
、
被
降
札
者
個
人
に

よ
る
内
祝
い
の
段
階
で
と
ど
ま
る
場
合
と
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
町
村

お
わ
り
に

法
政
史
学
第
四
十
七
号

を
単
位
と
し
た
集
団
的
祭
礼
が
展
開
す
る
場
合
の
二
通
り
の
形
態
が

存
在
し
た
。
そ
の
騒
ぎ
の
中
で
御
札
の
降
下
が
な
い
の
は
信
心
不
足

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ま
た
は
御
札
の
降
下
に
対
し
そ
の
御

礼
参
り
を
し
な
け
れ
ば
火
事
に
み
ま
わ
れ
る
と
し
て
、
人
々
は
近
隣

社
寺
あ
る
い
は
伊
勢
神
宮
へ
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
騒
ぎ

に
対
し
、
幕
藩
権
力
側
は
庶
民
同
様
、
御
札
降
り
を
神
事
と
し
て
認

識
し
て
い
る
も
の
の
、
治
安
維
持
の
立
場
か
ら
期
限
を
定
め
た
り
、

質
素
に
祀
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
人
々
は
そ
れ
に
従
わ
な
い
た

め
、
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
態
度
を
と
り
、
そ
し
て
各
地
で
降
札

者
が
逮
捕
さ
れ
た
。
御
札
の
降
下
し
た
階
層
を
み
る
と
、
横
浜
商

人
、
宿
・
村
の
商
人
、
村
・
宿
・
町
役
人
、
外
国
人
と
い
っ
た
、
下

層
民
の
反
感
や
攻
撃
の
対
象
と
な
る
階
層
の
ほ
か
、
下
層
民
も
ま
た

被
降
札
者
と
し
て
史
料
上
に
み
ら
れ
、
御
札
の
降
下
に
階
層
性
は
な

く
降
札
は
す
べ
て
の
人
々
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
の
人
々
は
御
札
降
り
を
世
の
中
が
変
化

す
る
兆
し
、
幸
福
の
到
来
の
兆
し
と
受
け
と
め
て
い
た
。
十
数
年
来

下
層
民
は
諸
負
担
と
物
価
高
騰
に
よ
っ
て
困
窮
に
陥
っ
て
お
り
、
富

裕
者
層
も
ま
た
幕
府
へ
の
御
用
金
の
上
納
等
に
よ
っ
て
生
活
は
圧
迫

さ
れ
て
い
た
。
慶
応
年
間
に
は
相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
で
打
ち
こ

わ
し
が
頻
発
し
て
お
り
、
宿
・
村
の
上
層
の
人
々
は
、
い
つ
下
層
民

の
攻
撃
の
対
象
と
な
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
域

七
○
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の
代
表
的
な
富
裕
者
層
で
あ
る
横
浜
商
人
は
、
穰
夷
派
の
浪
士
に
よ

る
脅
迫
や
殺
傷
事
件
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
下
層
民
に

限
ら
ず
上
層
民
に
と
っ
て
も
極
め
て
不
安
な
日
々
が
続
い
て
お
り
、

そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
吉
兆
で
あ
る
御
札
降
り
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
人
々
は
降
下
し
た
御
札
を
祭
壇
を
設
け
て
祀
り
、
身
上
に
応
じ

て
酒
食
を
振
る
舞
っ
た
。
こ
れ
に
は
幸
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
降

臨
し
た
神
仏
に
奉
納
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

御
札
は
ど
の
家
に
も
降
下
し
、
御
札
の
降
っ
た
家
で
は
こ
れ
を
疑

い
も
な
い
神
聖
な
事
実
と
受
け
と
め
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
御
札
降

り
は
民
衆
自
身
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

御
札
降
り
の
作
為
者
に
階
層
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
上

層
民
に
よ
る
振
る
舞
い
を
期
待
し
た
下
層
民
が
降
札
を
仕
掛
け
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
下
層
民
自
身
へ
も
御
札
の
降
下
が
み
ら
れ

る
の
は
、
御
札
降
り
そ
の
も
の
に
吉
瑞
と
い
う
喜
ば
し
い
意
味
が
存

在
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
御
札
を
降
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

｜
時
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
不
安
か
ら
の
解
放
が
得
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
世
直
し
」
一
摸
・
打
ち
こ
わ
し
の
系
譜

上
に
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
位
置
付
け
た
評
価
は
、
「
え
え
じ
ゃ

な
い
か
」
を
歪
ん
だ
形
で
認
識
し
た
結
果
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
加
わ
っ
た
人
々
の
意

相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

識
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
歴
史
的
意
義
を
打
ち
出
す
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
に
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
研
究
に
お
け
る
欠
点
を

見
出
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

幕
末
の
極
め
て
不
安
な
社
会
の
な
か
で
、
現
状
の
根
本
的
変
化

（
具
体
的
に
は
、
世
の
中
や
暮
ら
し
向
き
の
好
転
）
は
誰
も
が
待
ち

望
む
も
の
で
あ
り
、
吉
瑞
を
意
味
す
る
御
札
降
り
に
よ
っ
て
、
そ
の

願
望
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と
人
々
は
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際

に
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
に
参
加
し
た
人
々
を
取
り
巻
く
社
会
・

生
活
に
、
何
の
変
化
も
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
御
札
降
り
に

よ
っ
て
世
の
中
が
一
転
し
て
良
い
方
向
に
変
わ
る
、
暮
ら
し
向
き
が

良
く
な
る
と
思
い
込
み
、
日
常
い
だ
い
て
い
た
不
安
か
ら
の
解
放
が

得
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
意
義
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

注（
１
）
田
村
貞
雄
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
始
ま
る
』
（
青
木
書
店
、
’
九

八
七
年
）

（
２
）
阿
部
真
琴
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
の
民
衆
運
動
」
（
大
阪
歴
史

学
会
編
『
近
世
社
会
の
成
立
と
崩
壊
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
、
所
収
）

（
３
）
東
の
端
は
江
戸
、
西
端
は
安
芸
国
で
あ
る
。

（
４
）
「
天
狗
の
話
」
（
『
珍
世
界
』
三
号
）

七
一
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法
政
史
学
第
四
十
七
号

（
５
）
う
え
え
じ
ゃ
な
い
か
民
衆
運
動
の
系
譜
』
（
新
人
物
性
来

社
、
’
九
七
三
年
）

西
垣
氏
は
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
、
古
代
以
来
の
熱
狂
を
伴
う
宗

教
的
民
衆
運
動
の
系
譜
に
位
置
付
け
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
に
参
加
し

た
人
々
の
「
天
よ
り
の
降
下
を
契
機
と
す
る
幸
福
の
到
来
の
意
識
の

存
在
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
際
も
、
「
天
よ
り

の
降
下
物
の
発
見
が
、
あ
の
狂
乱
と
も
思
え
る
民
衆
の
動
き
の
発
火

点
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）
同
右
。

（
７
）
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
佐
々
木
潤
之
介
編
『
日
本
民
衆
の
歴

史
五
世
直
し
』
三
省
堂
、
’
九
七
四
年
、
所
収
）

（
８
）
「
維
新
史
上
の
ナ
ン
セ
ン
ス
」
（
『
中
央
公
論
』
’
九
三
一
年
一

二
月
号
）

（
９
）
「
幕
末
に
お
け
る
思
想
的
動
向
」
Ｓ
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講

座
』
第
一
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
所
収
）

（
皿
）
『
明
治
維
新
』
（
岩
波
書
店
、
’
九
五
一
年
）

（
Ⅱ
）
『
日
本
現
代
史
１
明
治
維
新
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九

五
一
年
）

（
皿
）
『
学
説
批
判
明
治
維
新
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
六
一
年
）

（
旧
）
「
近
世
『
お
か
げ
参
り
』
考
」
（
上
・
下
）
白
立
命
館
文
学
』

’
五
三
・
’
五
四
号
、
一
九
五
八
年
）

（
ｕ
）
「
河
内
国
の
う
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
に
つ
い
て
」
（
大
阪
歴
史

学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
五
六
号
、
’
九
七
○
年
）

（
旧
）
「
封
建
制
崩
壊
に
お
け
る
畿
内
農
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開

１
１
農
民
文
化
史
の
一
視
点
Ｉ
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
’
四
号
、
’

九
五
六
年
）

（
旧
）
「
幕
末
期
大
阪
周
辺
に
お
け
る
農
民
闘
争
」
（
『
社
会
経
済
史

学
』
二
一
巻
四
号
、
’
九
五
五
年
）

（
Ⅳ
）
「
幕
末
の
一
摸
打
ち
こ
わ
し
」
（
歴
史
学
研
究
会
『
明
治
維

新
史
研
究
講
座
第
三
巻
』
平
凡
社
、
一
九
五
八
年
、
所
収
）

（
旧
）
「
お
か
げ
ま
い
り
と
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
Ｅ
（
『
日
本
思
想
体

系
五
八
民
衆
運
動
の
思
想
」
解
説
、
岩
波
書
店
、
’
九
七
○
年
）

（
旧
）
う
え
え
じ
ゃ
な
い
か
民
衆
運
動
の
系
譜
』
（
新
人
物
往
来

社
、
’
九
七
三
年
）

（
卯
）
う
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
（
教
育
社
歴
史
新
書
、
’
九
七
九
年
）

（
Ⅲ
）
「
幕
末
の
社
会
情
勢
と
世
直
し
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
一
三

近
世
五
』
岩
波
書
店
、
’
九
七
七
年
、
所
収
）

（
皿
）
『
世
直
し
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
年
）

（
昭
）
「
東
海
道
の
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
Ｅ
（
佐
藤
誠
朗
・
河
内
八
郎

編
『
講
座
日
本
近
世
史
八
幕
藩
制
国
家
の
崩
壊
』
有
斐
閣
、
’
九

八
一
年
、
所
収
）

（
皿
）
前
出
注
（
７
）
と
同
じ
。

（
閲
）
『
村
の
遊
び
日
』
（
平
凡
社
、
’
九
八
六
年
）

（
妬
）
前
出
注
（
１
）
と
同
じ
。

（
〃
）
御
札
降
り
を
吉
兆
と
し
て
と
ら
え
る
民
衆
意
識
に
つ
い
て
触
れ

る
論
文
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
「
降
札
と
は
民
衆
が
求
め
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
振
る
舞
い
強
制
の
手
段
等
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
札
が
降
る
こ
と
自
体
に
意
義
（
幸
福

七
一
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相
模
・
武
蔵
国
（
三
郡
）
に
お
け
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
（
鴫
）

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
）
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
」
と
す
る
鈴
木
ゆ
り
子
氏
の
見
解
（
「
幕
末
の
民
衆
運
動

ｌ
Ｉ
信
州
下
伊
那
郡
田
村
村
の
「
御
影
祭
』
ｌ
」
、
『
歴
史
評
論
」

四
八
五
、
’
九
九
一
年
）
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（
肥
）
注
記
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
し
て
い

る
。

青
木
美
智
男
「
幕
末
・
維
新
期
の
世
直
し
騒
動
１
１
南
関
東
を
中
心

に
ｌ
」
（
佐
藤
誠
朗
・
河
内
八
郎
編
『
講
座
日
本
近
世
史
八
幕

藩
制
国
家
の
崩
壊
』
有
斐
閣
、
’
九
八
一
年
所
収
）

西
川
武
臣
「
横
浜
開
港
と
そ
の
影
響
」
（
林
英
夫
編
『
古
文
書
が
語

る
日
本
史
七
江
戸
後
期
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
所
収
）

横
浜
市
教
育
委
員
会
『
横
浜
の
歴
史
』
二
九
七
一
年
）

『
横
浜
市
史
』
二

『
神
奈
川
県
史
』
通
史
編
３
近
世
２

『
神
奈
川
県
史
』
別
冊
３
年
表

（
別
）
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
皿
近
世
７
資
料
番
号
一
八
七

（
釦
）
同
右
、
資
料
番
号
一
七
二

（
別
）
『
藤
沢
市
史
』
資
料
編
２
資
料
番
号
四
○

（
躯
）
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
岨
近
世
７
資
料
番
号
一
六
九

（
冊
）
同
右
、
資
料
番
号
六
○
九

（
別
）
同
右
、
資
料
番
号
六
○
五

（
妬
）
同
右
、
資
料
番
号
三
七
三
、
四
一
一
六

（
妬
）
同
右
、
資
料
番
号
五
二
八

（
師
）
横
浜
開
港
資
料
館
『
「
名
主
日
記
」
が
語
る
幕
末
ｌ
武
蔵
国

橘
樹
郡
生
麦
村
の
関
口
家
と
日
記
ｌ
』
（
’
九
八
六
年
）
に
よ
る

と
、
武
州
橘
樹
郡
生
麦
村
の
上
層
民
ら
は
慶
応
元
年
に
二
八
八
両
翌

二
年
に
一
四
八
両
を
献
金
し
て
い
る
。

（
冊
）
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
、
近
世
７
資
料
番
号
六
一
一
一
三

（
胡
）
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
５
近
世
２
藩
領
、
資
料
番
号
二
五
二

（
Ⅷ
）
「
編
年
雑
記
」
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
ｍ
近
世
７
）

（
ｕ
）
同
右
。

（
岨
）
「
旅
中
控
」
（
青
木
美
智
男
。
農
民
の
み
た
『
え
え
じ
ゃ
な

い
か
』
」
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
第
二
六
号
、
’
九
七
四
年
）

（
岨
）
同
右
。

（
Ｍ
）
堤
只
三
郎
「
徒
然
叢
書
」
（
『
旧
幕
府
』
一
一
の
七
、
’
八
九
八

年
）

（
妬
）
前
出
注
（
岨
）
と
同
じ
。

（
蛆
）
前
出
注
（
蛆
）
と
同
じ
。

（
〃
）
前
出
注
（
妃
）
と
同
じ
。

（
岨
）
前
出
注
（
１
）
と
同
じ
。

（
蛆
）
カ
ッ
コ
内
の
資
料
番
号
は
表
ｌ
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
以
下
こ
れ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
卯
）
前
出
注
（
仙
）
と
同
じ
。

（
Ⅲ
）
前
出
注
（
岨
）
と
同
じ
。

（
記
）
「
下
田
町
諸
御
用
向
日
記
留
」
（
三
浦
俊
明
「
東
海
道
の
『
え

え
じ
ゃ
な
い
か
』
」
佐
藤
誠
朗
・
河
内
八
郎
編
『
講
座
日
本
近
世
史

八
幕
藩
制
国
家
の
崩
壊
』
有
斐
閣
、
’
九
八
一
年
、
所
収
）

（
昭
）
「
慶
応
一
一
一
年
相
模
国
三
浦
郡
須
軽
谷
村
宗
門
人
別
書
上
帳
」
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史
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本
稿
は
一
九
九
三
年
一
月
法
政
大
学
文
学
部
史
学
科
へ
提
出
し
た
卒
業

論
文
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
す
。
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
指
導
教

（
印
）
横
浜
近
世
史
研
究
会
病

湾
を
め
ぐ
っ
て
』
を
参
照
。

（
詔
）
『
茅
ヶ
崎
市
史
』
四
一

（
閲
）
前
出
注
（
５
）
と
同
吟

（
印
）
前
出
注
（
冊
）
と
同
じ
。

（
冊
）
伊
藤
忠
士
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
前
出
注
（
７
）
と
同
じ

（
印
）
横
浜
近
世
史
研
究
会
編
『
幕
末
の
農
民
群
像
東
海
道
と
江
戸

（
別
）
「
御
札
天
降
ル
ー
一
付
村
内
大
祝
諸
費
扣
帳
」
『
戸
塚
区
史
』

（
開
）
『
岩
倉
公
実
記
』
に
「
京
師
一
一
一
大
怪
事
ア
リ
…
…
蓋
シ
具
実

力
挙
動
モ
此
喧
間
ノ
為
一
一
蔽
ハ
レ
テ
自
然
卜
人
目
一
一
触
ル
Ｌ
コ
ト
ヲ

（
。
）
青
木
美
智
男
・
三
浦
俊
明
「
南
関
東
に
お
け
る
『
え
え
じ
ゃ
な

い
か
」
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
八
五
、
’
九
七
一
一
年
）

い
か
Ｅ

（
付
記
）

免
レ
タ
ル
ナ
リ
」
と
あ
る
。

（
横
須
賀
史
学
研
究
会
編
『
相
州
三
浦
郡
須
軽
谷
村
文
書
」
一
九
八

四
年
）
に
よ
る
と
、
人
口
一
一
一
九
二
人
（
僧
二
名
含
む
）
男
一
○
一
一
一

人
、
女
一
八
九
人
、
一
寺
六
八
戸
の
村
で
あ
る
。
持
高
二
○
石
以
上

一
一
一
○
石
未
満
一
戸
、
’
○
石
以
上
二
○
石
未
満
一
一
戸
、
一
石
以
上
一

○
石
未
満
一
一
一
五
戸
、
一
石
未
満
三
○
戸
。
一
一
一
右
衞
門
は
持
高
一
○
石

八
斗
七
升
一
合
。
一
一
｜
右
衞
門
（
三
五
歳
）
・
き
た
（
妻
。
一
一
一
○
歳
）

・
き
ん
（
三
右
衞
門
養
女
・
九
歳
）
・
く
に
（
妹
・
’
九
歳
）
・
と

み
（
母
。
六
○
歳
）
の
五
人
家
族
。
召
使
を
五
人
使
用
し
、
牛
馬
を

み
（
母
。
六
○
歳
）
の
五
‐

｜
頭
ず
つ
所
有
し
て
い
る
。

』
四
を
参
照
。

と
同
じ
。

授
の
村
上
直
先
生
、
な
ら
び
に
西
垣
晴
次
先
生
、
西
川
武
臣
先
生
に
は

た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

七
四
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