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（1）開港五十年と横浜の歴史編纂

問
題
の
設
定

　
一
九
〇
九
年
に
横
浜
で
開
港
五
十
年
祭
が
挙
行
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
横
浜
の
歴
史
は
す
な
わ
ち
〈
開
港
五
十
年
の
歴
史
〉
と
し

て
発
見
さ
れ
た
。
開
港
五
十
年
を
祝
福
す
る
祭
典
の
開
催
と
は
、

そ
こ
へ
至
る
開
港
か
ら
の
五
十
年
と
い
う
歴
史
を
想
起
す
る
こ
と

と
設
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
祭
典
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
横

浜
の
歴
史
が
編
纂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
う
た
、
一
九
〇
九
年

に
編
纂
さ
れ
た
横
浜
の
史
誌
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
で
の
横
浜
の
歴

史
の
叙
述
・
構
成
・
意
味
づ
け
の
さ
れ
よ
う
に
つ
い
て
論
ず
る
。

開
港
五
十
年
祭
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
一
体
化
し
た
市
民
意
識
の

形
成
が
目
指
さ
れ
、
そ
れ
は
一
つ
に
く
横
浜
市
民
に
共
通
す
る
歴

史
〉
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
考
察

の
対
象
と
す
る
四
つ
の
史
誌
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
市
民
意

識
と
連
動
す
る
歴
史
叙
述
と
し
て
の
史
誌
は
、
か
な
ら
ず
し
も
安

定
し
た
全
体
性
を
構
成
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
齪
鯖
、
葛
藤
、
矛

盾
さ
え
も
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
意
識
を
醸
成
す

る
作
品
と
し
て
の
全
体
性
が
構
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。
本
論
は

ま
た
、
開
港
五
十
年
祭
を
機
に
編
纂
さ
れ
た
史
誌
を
素
材
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

歴
史
叙
述
と
歴
史
意
識
の
関
係
性
を
問
う
試
み
で
も
あ
る
。

正
　
史

著
者
肥
塚
龍
、
発
行
者
川
本
三
郎
に
よ
り
横
浜
商
業
会
議
所
か

ら
発
行
さ
れ
た
『
横
浜
開
港
五
十
年
史
』
上
下
二
巻
は
、
総
頁
数

二
千
余
、
一
定
価
一
〇
円
の
高
価
な
大
冊
で
あ
る
（
一
九
〇
九
年
五
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月
一
五
日
発
行
。
以
下
『
五
十
年
史
』
と
す
る
）
。
全
四
一
章
・

附
録
四
章
か
ら
な
る
『
五
十
年
史
』
は
、
第
一
章
「
建
国
以
来
の

国
是
」
の
表
題
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
横
浜
の
地
域
史
を
こ

え
つ
つ
も
、
附
録
で
は
「
横
浜
の
功
労
者
」
の
人
名
と
履
歴
に
よ

り
横
浜
の
歴
史
を
充
た
す
よ
う
に
、
と
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
巻
頭
に
は
、
大
隈
重
信
と
島
田
三
郎
の
序
を
掲
げ
る
。
大
隈
は

い
う
－
日
本
が
「
海
禁
」
を
解
き
、
条
約
を
結
び
、
貿
易
を
お

こ
な
う
、
こ
れ
す
な
わ
ち
「
開
港
」
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
を
機

に
展
開
し
た
論
争
は
港
の
開
鎖
と
い
う
倭
小
化
さ
れ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
だ
れ
も
「
開
国
」
を
問
題
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し

「
世
界
の
気
運
」
を
鑑
み
れ
ば
、
「
港
を
開
く
は
、
是
れ
国
を
開
く

所
以
」
で
あ
り
、
「
内
地
を
開
か
ざ
る
を
得
」
な
い
ー
と
。
し

た
が
っ
て
、
「
開
港
」
と
「
開
国
」
に
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
「
精

神
に
於
て
、
二
者
の
間
相
異
な
る
こ
と
無
」
く
、
こ
の
横
浜
に
お

け
る
「
開
港
」
を
日
本
に
と
っ
て
の
「
開
国
」
に
連
結
さ
せ
、
か

か
る
「
開
港
」
H
「
開
国
」
と
い
う
世
界
史
の
経
験
を
い
か
に
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

用
す
る
か
の
「
活
け
る
絶
好
適
例
」
と
、
横
浜
を
場
と
し
た
「
我

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

国
五
十
年
間
の
歴
史
」
（
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
）
を
大

隈
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
横
浜
が
「
海
外
貿
易
の
為
め
に
開
け
る
最
初
の
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

湾
」
と
み
な
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に
、
そ
の
開
港
は
「
帝
国
の
政
策

を
一
変
せ
る
起
点
」
と
も
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
貿
易
の
「
貨
物
」

の
み
な
ら
ず
、
「
無
形
の
文
物
、
形
而
上
の
思
想
」
も
横
浜
を
通

過
せ
ず
に
は
日
本
に
入
ら
な
い
か
ら
。
大
隈
は
、
こ
う
し
て
「
五

十
年
前
の
往
時
を
回
顧
す
る
に
、
殆
ど
隔
世
別
界
の
感
」
が
あ
る

と
述
べ
、
そ
の
変
化
と
は
す
な
わ
ち
、
「
蛋
戸
漁
屋
の
横
浜
村
が
、

石
室
櫛
比
の
市
区
に
変
じ
た
る
が
如
き
の
み
に
あ
ら
ず
」
、
台
湾

を
「
我
版
図
」
と
し
、
遼
東
半
島
を
「
我
勢
カ
範
囲
」
に
入
ら
し

め
、
朝
鮮
を
「
我
被
保
護
国
」
化
し
、
「
日
本
が
東
西
貿
易
の
要

路
に
当
り
て
、
木
炭
も
亦
黄
金
に
化
す
る
の
観
」
あ
る
こ
と
に
思

い
を
は
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
隈
に
と
っ
て
「
開
港
の
為
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

横
浜
の
繁
栄
を
致
せ
る
を
歓
ぷ
」
こ
と
は
、
「
同
時
に
、
我
帝
国

、

が
此
好
変
化
を
受
け
た
る
を
祝
」
う
こ
と
に
等
し
い
。
世
界
史
が

大
き
く
動
い
た
一
九
世
紀
後
半
に
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
横
浜
は

貿
易
上
の
繁
栄
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
り
日
本
が
「
国
家
の
隆
昌

を
現
は
」
し
た
。
横
浜
こ
そ
が
日
本
の
一
大
発
展
へ
の
「
鍵
銅
を

握
」
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
認
識
す
る
大
隈
に
と
づ
て
は
、
横

浜
商
業
会
議
所
が
発
行
し
た
「
横
浜
開
港
五
十
年
史
は
、
過
去
現

在
の
証
迩
を
世
に
示
す
可
き
好
史
料
」
と
な
り
、
こ
れ
を
読
む
こ

と
で
「
我
貿
易
及
び
国
運
を
開
進
す
る
将
来
の
参
考
に
供
せ
ん
」
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と
喧
伝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
横
浜
の
歴
史
と
日
本
の

歴
史
と
を
直
裁
に
重
ね
合
わ
せ
る
、
い
う
な
ら
ば
〈
横
浜
H
日

本
〉
の
言
説
が
濃
厚
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
同
じ
く
序
を
よ
せ
た
島
田
に
と
づ
て
は
、
横
浜
な
ど
は
「
安
政

以
前
の
記
録
に
其
名
顕
は
れ
ず
」
「
邦
内
又
横
浜
の
如
何
な
る
地

た
る
こ
と
を
知
る
者
少
し
、
況
や
海
外
に
於
て
を
や
」
と
そ
の
知

名
度
は
零
に
等
し
い
。
そ
れ
が
い
ま
や
「
万
国
の
地
図
に
其
名
を

掲
げ
、
東
洋
顕
著
の
商
港
と
し
て
普
く
世
界
に
知
ら
る
』
」
ほ
ど

と
な
っ
た
。
そ
れ
は
旧
に
対
す
る
「
新
横
浜
」
で
あ
り
、
か
つ
小

に
比
し
て
は
「
大
横
浜
」
と
い
う
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
も
横

浜
が
発
展
し
た
要
因
と
し
て
、
鎖
国
を
脱
し
た
「
臼
本
帝
国
の
国

是
」
と
「
港
湾
自
然
の
地
理
」
と
を
島
田
は
あ
げ
る
。
し
か
し
も

っ
と
も
重
要
な
の
は
、
「
此
地
の
能
く
業
を
興
し
功
を
成
す
に
足

る
を
看
取
し
、
来
り
住
し
て
経
営
尽
痒
」
す
る
こ
と
で
、
「
横
浜

の
繁
栄
を
助
け
た
る
有
為
の
人
」
の
存
在
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

「
今
日
繁
栄
の
好
果
を
享
受
す
る
者
は
、
其
由
来
を
尋
ね
て
前
人

の
功
労
を
追
懐
」
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
導
き
と
し

て
『
五
十
年
史
』
が
あ
る
、
と
島
田
は
述
べ
る
。

　
さ
て
、
著
者
肥
塚
に
よ
る
自
序
は
な
に
を
語
る
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
本
書
刊
行
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
市
史
編
纂
の
必
要
が
一
九
〇

三
年
こ
ろ
か
ら
、
横
浜
商
業
会
議
所
副
会
頭
の
来
栖
壮
兵
衛
と
の

あ
い
だ
で
話
し
合
わ
れ
、
開
港
五
十
年
を
目
指
し
て
翌
年
四
月
よ

り
『
五
十
年
史
』
を
編
纂
し
始
め
た
と
い
う
。
肥
塚
は
、
横
浜
の

位
相
を
他
都
市
と
の
比
較
に
お
い
て
語
る
。
東
京
・
大
阪
に
お
よ

ば
ず
、
し
か
し
京
都
・
神
戸
に
は
劣
ら
な
い
横
浜
で
あ
る
が
、
そ

の
誕
生
は
と
い
う
と
ほ
か
の
い
ず
れ
の
都
市
よ
り
も
あ
た
ら
し
く
、

「
其
創
設
の
起
原
は
僅
か
に
五
十
年
に
」
す
ぎ
な
い
。
歴
史
を
遡

っ
て
み
る
と
、
「
現
在
横
浜
市
中
富
と
繁
栄
を
集
中
せ
る
部
分
は
、

五
十
年
前
麟
族
の
追
遥
場
た
ら
ず
ん
ぱ
、
漁
翁
山
婚
の
宿
泊
所
」

で
あ
っ
た
。
「
旧
都
」
を
み
れ
ば
い
ず
こ
に
も
「
旧
記
」
が
あ
る

が
、
「
五
十
年
前
始
め
て
開
設
せ
ら
れ
し
横
浜
に
は
、
旧
記
稀
」

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
新
興
の
都
会
は
、
之
を
他
に
比
し
て
一
層

歴
史
編
纂
の
必
要
を
感
ず
る
な
り
」
と
、
肥
塚
は
．
『
五
十
年
史
』

編
纂
の
動
機
を
語
っ
た
。

　
大
隈
か
ら
肥
塚
ま
で
い
ず
れ
も
が
、
横
浜
の
一
寒
村
か
ら
世
界

に
名
立
た
る
貿
易
港
へ
の
一
大
飛
躍
を
述
べ
る
。
た
し
か
に
開
港

当
時
を
生
き
た
ひ
と
ぴ
と
に
と
っ
て
も
横
浜
の
発
展
に
は
目
を
み

は
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
一
八
七
七
年
刊
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

川
丼
景
一
『
横
浜
新
誌
初
編
」
も
「
湿
地
葦
原
其
問
漁
人
農
父
僅

か
に
家
を
為
す
」
二
十
年
前
か
ら
い
ま
や
「
市
街
櫛
比
一
都
会
を
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成
す
」
ま
で
に
至
っ
た
横
浜
の
変
貌
に
お
ど
ろ
く
。
横
浜
発
展
史

こ
そ
が
、
開
港
後
五
十
年
を
記
録
す
る
史
誌
に
載
せ
る
べ
き
出
来

事
と
な
づ
た
。

　
し
か
し
わ
た
し
た
ち
が
み
る
べ
き
は
、
一
つ
に
、
一
大
飛
躍
を

書
き
と
め
る
と
同
時
に
、
横
浜
の
始
原
が
五
十
年
前
に
限
っ
て
た

ど
ら
れ
、
横
浜
の
存
在
す
ら
も
が
開
港
に
始
ま
る
と
限
定
さ
れ
、

横
浜
の
歴
史
が
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
叙
述

を
、
〈
飛
躍
“
断
絶
〉
の
言
説
と
呼
ぶ
と
し
よ
う
。
二
つ
に
は
、

す
で
に
み
た
横
浜
の
飛
躍
を
日
本
の
発
展
と
重
ね
合
わ
せ
る
〈
横

浜
H
日
本
〉
の
言
説
の
登
場
で
あ
る
。
も
う
一
度
『
横
浜
新
誌
初

編
』
を
み
れ
ぱ
、
そ
こ
で
も
「
日
に
盛
ん
に
月
に
昌
ん
」
な
横
浜

「
各
所
の
繁
華
」
が
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
横
浜
は
「
五

港
の
冠
た
り
」
と
は
い
え
そ
の
飛
躍
が
日
本
の
発
展
と
連
動
す
る

と
の
叙
述
は
い
ま
だ
な
か
う
た
。
『
五
十
年
史
」
に
登
場
し
た

〈
飛
躍
H
断
絶
〉
〈
横
浜
1
－
日
本
〉
の
二
つ
の
言
説
は
、
横
浜
の
歴

史
を
記
す
史
誌
の
文
法
を
律
す
る
、
一
九
〇
九
年
に
創
出
さ
れ
た

横
浜
の
歴
史
意
識
の
表
象
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
『
五
十
年
史
』
は
第
一
章
冒
頭
、
「
同
一
地
球
の
上
に
棲
息
し
、

　
　
、
　
　
　
、

同
一
太
陽
の
光
線
に
沐
浴
し
、
同
一
人
道
の
下
に
支
配
せ
ら
る
る

　
　
　
、
　
　
　
、

以
上
、
人
類
相
互
の
交
通
は
自
然
」
で
あ
る
、
と
始
ま
る
。
こ
う

し
て
地
球
・
太
陽
・
人
類
と
い
う
普
遍
性
に
つ
う
ず
る
語
群
が
持

ち
出
さ
れ
た
の
は
、
つ
づ
く
「
日
本
建
国
以
来
の
国
是
は
、
此
天

則
に
従
ひ
開
国
進
取
を
是
認
」
し
て
き
た
と
の
歴
史
を
開
示
す
る

た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
普
遍
牲
の
価
値
を
も
つ
開
国

進
取
を
常
に
国
是
と
し
て
き
た
日
本
歴
史
を
誇
る
謂
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

「
横
浜
開
港
五
十
年
史
」
と
題
さ
れ
た
も
の
の
、
本
書
は
「
新
日

、
　
　
　
、

本
の
五
十
年
史
と
云
ふ
て
不
可
な
き
者
」
と
賞
揚
さ
れ
る
。

　
『
五
十
年
史
』
が
狭
義
の
横
浜
開
港
史
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
な

ら
ば
、
横
浜
の
始
原
も
開
港
に
の
み
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

本
文
の
展
開
に
お
い
て
は
新
編
武
蔵
風
土
記
が
参
照
さ
れ
開
港
以

前
の
横
浜
の
姿
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
「
横
浜
開
港
顧
末
」
が
考
察

さ
れ
れ
ば
、
開
港
の
期
日
を
め
ぐ
っ
て
も
「
安
政
六
年
六
月
二

日
」
は
「
神
奈
川
を
開
放
し
た
る
日
付
」
に
す
ぎ
ず
、
「
万
延
元

年
十
二
月
和
蘭
領
事
が
館
を
横
浜
に
移
さ
ん
と
約
し
た
る
日
」
を

も
っ
て
「
横
浜
開
港
」
の
期
日
と
し
て
も
よ
い
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
『
五
十
年
史
』
は
、
多
様
な
横
浜
史
の
解
釈
を
提
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

　
ま
た
、
『
五
十
年
史
』
に
は
他
誌
以
上
に
頻
出
す
る
語
句
が
あ

る
－
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
。
「
今
日
の
横
浜
…
…
其
基
礎
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

築
き
た
る
」
水
野
忠
徳
ら
の
尽
力
を
「
横
浜
市
民
永
く
記
念
に
留
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む
べ
き
」
、
な
ど
の
よ
う
に
『
五
十
年
史
』
に
叙
述
さ
れ
た
歴
史

の
主
体
と
し
て
、
か
つ
そ
れ
を
読
む
も
の
の
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て

「
横
浜
市
民
」
の
語
が
し
ぱ
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
顕

著
な
の
は
第
四
〇
章
「
戦
時
の
横
浜
　
附
東
京
湾
大
観
艦
式
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

あ
る
。
ま
ず
西
南
戦
争
に
お
い
て
す
で
に
「
横
浜
市
民
は
挙
て
明

治
政
府
に
温
き
同
情
を
寄
せ
」
た
と
い
う
。
日
清
・
日
露
の
両
戦

争
の
記
述
に
お
い
て
然
り
、
「
空
前
」
の
出
来
事
と
い
う
一
八
九

五
年
の
東
京
湾
大
観
艦
式
も
然
り
、
し
か
も
「
観
艦
式
の
中
心
点

は
横
浜
及
其
附
近
地
」
と
な
り
そ
こ
に
明
治
天
皇
が
来
た
た
め
、

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

「
横
浜
市
民
は
、
横
浜
停
車
場
及
其
附
近
に
集
合
し
て
、
御
召
列

車
の
著
御
を
待
受
け
」
た
、
と
記
さ
れ
る
。
天
皇
の
存
在
を
介
在

さ
せ
な
が
ら
、
戦
争
の
記
憶
・
軍
事
の
記
憶
が
「
横
浜
市
民
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
体
性
・
同
質
性
に
連
関
す
る
叙
述
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。

　
大
著
な
『
五
十
年
史
』
は
貿
易
・
外
交
に
つ
い
て
の
日
本
通
史

と
も
呼
び
う
る
よ
う
な
構
成
と
叙
述
を
と
り
、
か
つ
市
民
の
生
活

に
か
か
わ
る
教
育
や
衛
生
を
論
じ
、
横
浜
の
神
社
仏
閣
・
景
勝
地

を
列
挙
す
る
。
横
浜
開
港
の
功
績
も
ひ
と
り
井
伊
直
弼
に
帰
す
る

こ
と
な
く
堀
田
正
睦
の
「
辛
労
」
を
も
ね
ぎ
ら
う
。
な
ら
ば
、
『
五

十
年
史
』
と
は
横
浜
史
の
多
様
な
解
釈
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
史
誌

と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
。
し
か
し
他
誌
に
類
を
み
な
い
ほ
ど
に
古

い
過
去
に
遡
及
し
た
日
本
通
史
の
叙
述
も
、
「
開
国
進
取
」
と
し

て
の
横
浜
開
港
を
正
統
化
す
る
た
め
の
構
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

く
わ
え
て
、
開
港
、
自
治
制
度
、
戦
争
・
軍
事
、
災
害
を
記
述
す

る
場
と
し
て
過
去
に
遡
っ
て
「
横
浜
市
」
を
設
定
し
、
そ
こ
に
登

場
す
る
ひ
と
び
と
を
「
横
浜
市
民
」
と
し
て
括
り
あ
げ
る
『
五
十

年
史
』
の
叙
述
法
は
、
な
に
よ
り
読
む
も
の
を
し
て
そ
の
意
識
に

「
横
浜
市
民
」
を
発
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
う
た
。
そ
の
意
味
で
後

述
す
る
よ
う
に
「
摘
録
」
や
「
側
面
史
」
を
随
伴
さ
せ
な
が
ら
も

『
五
十
年
史
』
は
構
想
さ
れ
る
「
横
浜
市
民
」
に
と
っ
て
の
ま
さ

に
〈
正
史
〉
と
い
い
う
る
位
置
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
摘

　
一
九
〇
九
年
六
月
一
五
日
発
行
の
奥
付
を
持
つ
『
横
浜
開
港
小

史
』
は
、
川
杢
二
郎
を
著
作
者
と
し
、
校
閲
者
に
肥
塚
龍
の
名
を

あ
げ
て
い
る
（
一
七
七
頁
、
定
価
不
祥
。
以
下
『
小
史
』
と
す

る
）
。
く
り
か
え
せ
ぱ
、
川
本
は
『
五
十
年
史
』
の
発
行
者
、
肥

塚
は
そ
の
著
者
で
あ
っ
た
。
川
本
は
横
浜
商
業
会
議
所
の
嘱
託
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
け
、
発
行
者
に
と
ど
ま
ら
ず
編
纂
の
「
補
助
員
」
を
も
務
め
た
。

こ
う
し
て
「
横
浜
市
を
中
心
と
し
て
起
り
た
る
、
諸
多
の
事
歴
を

細
論
詳
説
せ
ん
と
」
し
た
、
高
価
に
し
て
大
著
な
『
五
十
年
史
』
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が
出
来
あ
が
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
か
ん
せ
ん
、
こ
れ
で
は
「
普
く

世
問
に
行
き
渉
る
と
云
ふ
こ
と
は
一
寸
六
ケ
し
い
」
の
で
、
「
買

ひ
易
く
、
読
み
易
く
」
と
、
川
本
が
『
五
十
年
史
」
の
「
要
部
を

、
　
　
　
、

摘
録
」
し
た
の
が
こ
の
『
小
史
』
で
あ
る
（
川
本
「
横
浜
開
港
小

史
発
刊
の
辞
」
）
。

　
『
小
史
』
に
も
、
鳥
田
三
郎
の
「
横
浜
開
港
小
史
序
」
が
よ
せ

ら
れ
て
い
る
。
島
田
は
大
著
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
『
五
十
年
史
」

を
「
地
誌
」
に
な
ぞ
ら
え
、
「
終
篇
を
通
読
し
て
地
上
の
現
象
を

会
得
す
る
」
た
め
に
不
可
欠
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
披
覧
一
瞥

心
目
の
間
に
瞭
然
た
ら
し
む
る
」
情
報
が
も
ら
れ
て
い
る
「
地

図
」
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
『
小
史
」
で
あ
る
と
い

う
。
「
芳
引
博
渉
、
巻
峡
彪
然
、
二
千
余
頁
に
達
」
す
る
「
地
誌
」

と
、
そ
の
「
要
を
摘
み
精
を
選
」
ん
だ
「
地
図
」
と
が
相
ま
う
て

全
き
横
浜
開
港
史
が
編
纂
さ
れ
る
と
、
島
田
は
『
小
史
」
を
推
薦

し
て
い
る
。

　
つ
い
で
、
高
田
早
苗
（
法
学
博
士
）
の
序
に
お
い
て
は
、
こ
の

適
録
冊
子
は
、
「
幕
末
の
外
交
、
幕
末
貿
易
の
状
態
に
重
き
を
置

き
て
叙
述
」
し
て
あ
り
、
か
つ
「
横
浜
の
開
港
及
び
其
発
達
に
関

す
る
重
要
の
事
項
は
、
略
ぽ
此
小
冊
子
中
に
収
め
ら
」
て
い
る
の

で
、
そ
の
構
成
は
「
外
交
に
生
れ
て
、
貿
易
に
生
活
す
る
の
地
」

で
あ
る
横
浜
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
高
田
に
よ
る
と
「
吾
邦
大
都
市
の
中
に
於
て
、
最
後
に

開
け
て
最
先
に
発
達
し
た
る
地
」
で
あ
る
横
浜
に
は
、
そ
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

の
急
激
な
る
が
ゆ
え
に
「
他
の
都
市
に
異
る
所
の
一
種
の
気
風
」

が
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
著
者
川
本
は
こ
の
地
に
住
む
こ
と
久
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

く
、
そ
の
「
気
風
」
を
理
解
し
、
「
所
謂
横
浜
気
質
に
通
暁
す
る
」

こ
と
人
後
に
落
ち
な
い
。
高
田
は
「
横
浜
気
質
」
と
は
な
に
か
を

詳
ら
か
に
は
し
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
み
る
と
『
小

史
』
は
、
「
史
的
叙
述
に
於
て
、
市
民
の
要
求
を
充
た
す
に
遺
憾

無
」
い
出
来
と
な
っ
た
と
讃
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
横
浜
気
質
」

と
は
不
明
瞭
・
不
定
形
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
『
小

史
』
の
叙
述
そ
の
も
の
に
あ
る
と
提
示
さ
れ
た
。
か
か
る
「
横
浜

気
質
」
が
「
市
民
」
の
要
求
を
充
た
す
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
こ

と
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
『
小
史
」
の
叙
述
を
読
む
こ
と
に
よ
り
感

得
さ
れ
る
よ
う
な
、
暖
昧
に
し
て
か
た
ち
を
な
さ
な
い
気
風
こ
そ

が
「
横
浜
気
質
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
の
ち
「
横
浜
市
民
」
を

弁
別
す
る
判
定
規
範
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
『
小
史
』
は
全
二
二
章
か
ら
な
り
、
第

一
章
「
嘉
永
以
前
の
徳
川
氏
外
交
」
に
始
ま
る
。
本
文
冒
頭
の
一

文
に
い
う
、
「
嘉
永
以
前
の
外
交
と
云
へ
ぱ
、
題
は
大
層
広
ひ
様

244



（7）　開港五十年と横浜の歴史編纂

で
あ
る
が
、
麦
に
謂
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
幕
府
外
交
の
大
体
で

あ
る
」
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
嘉
永
以
前
」
の
歴
史
を
記
す
と
は

い
え
む
や
み
と
歴
史
を
過
去
に
遡
及
す
る
の
で
は
な
く
、
江
戸
幕

府
開
府
以
降
の
歴
史
が
摘
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
以
下
の
章
に

連
繋
す
べ
く
、
そ
の
主
題
は
「
外
交
」
で
あ
る
。
第
一
章
の
概
説

に
続
い
て
、
第
二
章
で
は
た
だ
ち
に
「
米
艦
の
浦
賀
入
港
」
に
記

述
は
お
よ
ぶ
。
以
下
、
条
約
交
渉
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
第
二

章
に
至
り
「
横
浜
開
港
の
実
施
」
と
な
る
。
こ
の
間
の
叙
述
で
注

目
す
べ
き
と
こ
ろ
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
一
つ
は
、
横
浜
開
港
の
功
績
を
だ
れ
に
帰
す
る
か
に
つ
い

て
。
『
小
史
」
本
文
中
に
は
『
五
十
年
史
』
か
ら
八
葉
の
図
版
が

転
載
さ
れ
、
そ
の
う
ち
個
人
を
描
く
の
は
「
米
国
水
師
提
督

H
ペ
リ
ー
〕

彼
理
」
の
肖
像
写
真
と
「
正
四
位
上
左
近
衛
権
中
将
井
伊
直
弼
朝

臣
肖
像
及
和
歌
」
の
二
葉
で
あ
る
。
ベ
リ
ー
と
井
伊
と
は
、
開
港

五
十
年
祭
記
念
の
絵
葉
書
・
山
車
の
意
匠
に
も
採
用
さ
れ
た
よ
う

に
、
い
わ
ぱ
開
港
の
恩
人
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
人
物
で

あ
る
。
井
伊
に
つ
い
て
、
『
小
史
』
の
書
き
方
を
み
よ
う
。
日
米

通
商
修
好
条
約
調
印
に
つ
い
て
は
、
「
今
若
し
条
約
を
締
結
せ
ぱ
、

百
段
一
身
に
集
ま
る
事
勿
論
な
れ
ど
も
、
国
家
の
為
に
は
一
身
を

犠
牲
に
供
す
る
こ
と
、
亦
已
む
を
得
ざ
る
な
り
」
と
井
伊
の
決
意

を
記
す
。
他
方
で
井
伊
が
関
白
九
条
尚
忠
に
宛
て
た
書
簡
に
つ
い

て
、
「
法
螺
も
此
位
に
吹
け
ば
先
づ
結
構
だ
」
と
読
む
も
の
の
笑

い
を
さ
そ
う
。
そ
し
て
め
ぐ
る
安
政
の
大
獄
に
つ
い
て
は
、
「
井

伊
は
此
大
胆
な
遣
り
口
で
、
水
戸
斉
昭
を
始
め
、
同
説
の
大
名
を

夫
れ
夫
れ
処
分
し
、
兎
に
角
一
段
の
成
功
を
見
た
」
と
評
価
す
る
。

条
約
調
印
勅
許
問
題
・
将
軍
継
嗣
問
題
↓
安
政
の
大
獄
↓
桜
田
門

外
の
変
と
い
っ
た
政
治
過
程
を
、
『
小
史
』
は
わ
ず
か
数
頁
を
あ

て
る
だ
け
で
必
ず
し
も
説
得
的
に
は
展
開
し
て
い
な
い
。
そ
う
で

は
あ
っ
て
も
、
開
国
・
開
港
↓
横
浜
の
発
展
と
い
う
歴
史
を
叙
述

す
る
と
き
に
は
、
そ
の
歴
史
を
表
象
す
る
人
物
は
ほ
か
で
も
な
い

ペ
リ
ー
と
井
伊
の
二
人
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
な
に
よ
り
本
文

挿
絵
に
選
ば
れ
た
二
葉
の
図
版
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
井
伊
に

限
っ
て
み
て
も
、
条
約
調
印
に
む
け
ら
れ
た
彼
の
決
意
を
「
国
家

の
為
に
は
一
身
を
犠
牲
に
供
す
る
」
と
讃
え
、
そ
の
後
の
国
内
処

理
策
と
し
て
と
っ
た
安
政
の
大
獄
を
「
成
功
」
と
記
す
の
が
、

『
小
史
」
の
立
場
で
あ
’
た
。

　
二
つ
に
は
横
浜
の
発
展
。
開
港
の
翌
年
に
は
は
や
く
も
、
「
神

奈
川
の
繁
華
は
横
浜
に
奪
は
れ
」
た
だ
け
で
な
く
、
「
昨
日
ま
で

寂
莫
蒲
条
の
無
人
境
、
烏
鷺
の
外
に
は
訪
づ
る
も
の
な
き
、
芦
荻

の
沼
地
は
今
や
繁
華
江
戸
を
圧
す
る
の
、
全
盛
を
迎
へ
て
来
た
」
。
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こ
う
し
て
開
港
場
横
浜
が
出
来
あ
が
っ
た
の
も
、
「
畢
寛
丼
伊
の

指
金
が
其
図
に
当
り
、
水
野
以
下
の
神
奈
川
奉
行
が
、
一
生
懸
命

に
井
伊
の
指
図
に
従
つ
て
、
働
い
た
か
ら
で
あ
る
」
。
横
浜
の
発

展
も
ま
た
こ
こ
で
、
井
伊
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
英
仏
軍
の
横
浜
駐
屯
が
一
八
七
五
年
ま
で
続
い
た

こ
と
は
、
横
浜
に
限
ら
ず
「
日
本
帝
国
」
に
と
っ
て
も
屈
辱
で
あ

っ
た
と
い
う
。
駐
留
軍
を
撤
退
さ
せ
え
な
か
っ
た
事
態
を
さ
し
て

記
さ
れ
る
、
「
一
打
大
清
を
圧
し
、
一
撃
強
露
を
挫
き
世
界
一
等

国
の
首
班
に
列
し
た
る
今
日
の
日
本
帝
国
、
僅
か
に
三
十
余
年
の

古
へ
を
顧
れ
ば
、
今
の
朝
鮮
よ
り
も
情
な
い
姿
で
あ
つ
た
の
だ
」

と
の
記
述
は
、
現
在
の
「
日
本
帝
国
」
の
世
界
に
お
け
る
地
位
を

寿
ぐ
と
同
時
に
、
過
去
の
横
浜
H
日
本
の
位
置
を
現
在
の
朝
鮮
に

重
ね
合
わ
せ
序
列
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
文
明
化
へ
の
認

識
と
も
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
不
平
等
条
約
に
苦
し
ん
で

い
た
の
は
、
日
本
が
い
ま
だ
文
明
の
程
度
に
お
い
て
欧
米
に
「
遥

か
に
劣
つ
て
」
い
た
た
め
で
、
今
や
改
正
さ
れ
た
あ
ら
た
な
条
約

の
施
行
は
日
本
の
文
明
化
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
。
居
留
地

制
度
が
廃
止
さ
れ
か
つ
て
の
居
留
地
が
よ
う
や
く
横
浜
市
に
編
入

さ
れ
た
な
れ
ば
、
そ
の
日
は
「
内
外
人
」
と
も
に
「
此
記
念
日
を

祝
せ
ん
と
て
、
戸
戸
に
国
旗
を
掲
げ
四
千
余
人
の
大
勢
が
横
浜
公

園
に
会
し
て
、
懇
親
の
園
遊
会
を
開
き
大
臣
以
下
を
招
待
し
」
て

祝
福
す
べ
き
賀
事
と
な
る
。
『
小
史
』
に
お
い
て
は
、
横
浜
の
発

展
と
は
か
く
し
て
日
本
の
発
展
と
密
接
不
可
分
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
開
港
に
始
ま
る
横
浜
の
発
展
を
叙
述
す
る
『
小

史
』
は
、
第
二
二
章
「
横
浜
創
業
時
代
の
政
治
」
を
終
章
と
す
る
。

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
横
浜
市
民
は
社
会
の
業
務
に
就
て
、
諸
多
の
率
先
者
と
為
つ
た
」

と
の
先
進
性
へ
の
賛
美
は
、
「
真
正
の
自
治
制
を
施
い
た
事
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

む
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
開
港
当
時
は
「
横
浜
市
民
は
、
挙
つ

て
貿
易
商
人
で
他
種
類
の
者
は
一
人
も
な
い
」
、
つ
ま
り
こ
こ
で

は
＝
兀
化
さ
れ
た
「
横
浜
市
民
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

か
か
る
市
民
を
巻
き
込
み
、
商
人
派
と
地
主
派
に
分
裂
し
て
争
わ

れ
る
「
大
紛
擾
」
が
持
ち
あ
が
う
た
。
い
わ
ゆ
る
「
共
有
物
事

件
」
（
さ
ら
に
「
貿
易
商
組
合
事
件
」
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
屡
ヒ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

法
廷
を
煩
は
し
横
浜
全
市
は
一
時
修
羅
場
と
化
し
た
」
。
市
民
を

分
裂
さ
せ
た
こ
の
紛
争
の
記
述
に
ほ
と
ん
ど
紙
幅
は
費
や
さ
れ
て

い
な
い
の
だ
が
、
本
章
の
末
尾
、
し
た
が
っ
て
『
小
史
』
の
最
後

は
、
「
事
の
落
著
し
た
の
は
、
明
治
二
十
七
年
八
月
で
あ
つ
た
」

と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「
横
浜
開
港
小
史
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
書
は
、
大
著
『
五
十
年

史
』
の
「
摘
録
」
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
『
小
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史
』
は
た
だ
の
抄
録
版
で
は
な
い
。
島
田
が
い
う
，
こ
と
く
「
地

誌
」
と
は
異
な
る
「
地
図
」
固
有
の
構
成
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て

い
た
。
『
小
史
』
の
重
要
性
は
、
横
浜
の
ひ
と
び
と
を
二
分
し
た

「
大
紛
擾
」
が
解
決
さ
れ
、
そ
う
し
て
ふ
た
た
び
誇
る
に
た
る

「
横
浜
市
民
」
の
一
体
性
を
強
調
し
、
確
認
し
た
こ
と
に
あ
る
。

『
小
史
』
は
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
は
い
え
、
そ
の
構
成
が
一
九
世

紀
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
叙
述
は
『
五
十
年
史
』
と
は
異

な
り
、
「
横
浜
市
民
」
を
分
割
し
・
横
浜
全
市
を
「
一
時
修
羅
場

と
化
」
し
た
「
共
有
物
事
件
」
な
ど
の
決
着
を
記
す
と
こ
ろ
に
と

ど
め
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
瞥
す
れ
ば
一
体
化
し
た

「
横
浜
市
民
」
が
瞭
然
と
な
る
結
び
を
『
小
史
』
は
提
供
し
て
い

る
。
市
民
の
不
和
が
一
件
落
着
と
な
り
、
読
む
も
の
を
し
て
「
横

浜
気
質
」
を
確
認
さ
せ
よ
う
と
の
歴
史
叙
述
が
す
な
わ
ち
、
『
小

史
』
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三
　
側
面
史

　
開
港
五
十
年
に
先
立
つ
一
九
〇
七
年
一
一
月
二
四
日
付
の
『
横

浜
貿
易
新
報
』
か
ら
、
「
開
港
側
面
史
」
が
掲
載
さ
れ
始
め
た
。

の
ち
に
こ
の
連
載
は
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
『
横
浜
開
港
側
面
史
』

の
題
名
で
一
九
〇
九
年
六
月
二
七
臼
の
奥
付
を
も
っ
て
、
横
浜
貿

易
新
報
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
（
三
八
七
頁
、
定
価
八
五
銭
。
以
下

　
　
　
　
　
　
（
6
）

『
側
面
史
』
と
す
る
）
。
た
だ
し
、
そ
の
発
売
日
は
開
港
記
念
日
に

合
わ
せ
て
七
月
一
日
で
あ
っ
た
（
『
横
浜
貿
易
新
報
』
一
九
〇
九

年
七
月
九
日
。
以
下
紙
名
は
横
貿
と
略
す
）
。

　
ま
ず
、
横
貿
紙
上
で
連
載
が
始
め
ら
れ
た
意
図
に
つ
い
て
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
は
吉
か
い
か
う
ご
　
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
で
　
き
　
’
」
と

う
。
「
は
し
が
き
」
は
、
「
横
浜
開
港
後
に
起
れ
る
出
来
事
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
じ
　
く
わ

記
録
さ
れ
が
た
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
「
逸
事
佳

は
　
　
　
　
　
　
こ
　
ら
う
　
　
者
　
お
く

話
」
は
「
古
老
の
記
憶
」
に
た
よ
る
ほ
か
な
い
P
記
者
の
取
材
に

よ
り
集
め
ら
れ
た
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
連
載
さ
れ
る
「
開
港
側
面

　
　
　
　
　
　
・
り
ち
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
へ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
げ
ん
　
　
　
L
ゆ
み

史
」
と
な
り
、
「
埼
も
な
き
事
柄
」
で
あ
っ
て
も
「
無
限
の
趣
味

　
　
　
よ
こ
は
ま
　
　
く
わ
こ
　
　
　
」
切
　
　
こ
う
L
　
血
い

あ
り
」
「
横
浜
の
過
去
を
偲
ぶ
好
資
料
」
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
読

者
の
愛
読
を
願
い
、
さ
ら
に
横
浜
の
過
去
の
「
記
憶
」
が
集
め
ら

れ
る
こ
と
を
乞
う
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
開
港
五
十
年
察
前
数
日
」
の
日
付
を
持
つ
『
側

面
史
』
の
「
は
し
が
き
」
は
な
に
を
語
る
だ
ろ
う
か
。
『
側
面
史
』

は
、
先
行
し
た
横
浜
商
業
会
議
所
の
『
五
十
年
史
』
を
み
す
え
て

の
刊
行
と
な
っ
た
。
大
冊
の
『
五
十
年
史
』
は
、
「
古
を
原
ね
、

今
を
示
し
て
剰
す
所
な
し
、
当
に
以
て
不
朽
に
伝
へ
て
珍
と
す
べ

き
も
の
」
と
称
賛
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
の
対
比
で
自
己

の
位
置
を
規
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
『
側
面
史
』
で
あ
る
。
『
五
十
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年
史
』
を
「
正
面
よ
り
横
浜
発
達
の
径
路
を
追
ひ
た
る
も
の
」
、

「
祥
的
」
「
経
」
と
す
れ
ば
、
対
し
て
『
側
面
史
』
は
「
隠
れ
た
る

細
流
小
渓
の
傍
、
幽
草
閑
花
の
趣
を
尋
ぬ
る
」
も
の
、
「
浴
衣
的
」

「
緯
」
で
あ
る
。
地
誌
で
あ
り
、
外
交
史
で
あ
り
、
文
明
史
も
記

し
、
は
て
は
風
俗
史
と
も
自
称
す
る
『
側
面
史
』
と
、
正
面
よ
り

歴
史
を
記
す
『
五
十
年
史
」
と
を
併
読
す
る
こ
と
で
、
「
経
緯
錯

綜
始
め
て
其
全
き
を
成
す
」
、
と
『
五
十
年
史
』
の
存
在
を
排
除

し
な
い
の
が
『
側
面
史
』
の
見
識
で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
本
書
は
、
「
横
浜
最
古
の
時
代
の
居
住
者
た
る
数
十
名

の
故
老
に
就
き
て
、
聴
き
得
た
る
所
」
を
ま
と
め
た
と
い
う
特
徴

を
持
つ
。
「
種
々
の
方
面
に
亘
る
」
「
正
確
な
る
」
こ
れ
ら
の
聞
き

取
り
を
集
め
知
ら
し
め
る
の
は
ま
さ
に
開
港
五
十
年
の
い
ま
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
収
録
し
た
本
書
は
す
な
わ
ち
、
「
生

き
た
る
歴
史
の
蓄
音
機
」
で
あ
る
と
自
己
表
明
し
て
い
る
。

　
五
十
年
の
年
月
は
若
者
を
老
い
さ
ら
ぱ
え
さ
せ
、
壮
年
の
も
の

を
逝
か
せ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
古
老
の
話
を
記
録
し
、
広
く
告
げ

る
こ
と
の
価
値
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
だ
が
、
『
側
面
史
』
刊
行
の

意
義
は
そ
こ
に
限
定
さ
れ
ず
、
や
は
り
横
浜
と
い
う
地
域
の
位
相

の
と
ら
え
方
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
「
蛋
が
た

く
姻
細
き
一
寒
村
」
だ
っ
た
横
浜
が
、
い
ま
や
「
巨
舶
峨
船
の
婿

集
す
る
東
洋
一
の
大
港
」
と
な
っ
た
。
か
か
る
横
浜
の
歴
史
は
、

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

「
我
島
帝
国
全
土
の
開
化
の
歴
史
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
横
浜
が

ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に

「
日
本
」
の
富
強
を
知
る
て
が
か
り
と
な
る
。
「
日
本
文
明
史
の
縮

図
は
宛
と
し
て
横
浜
に
存
す
」
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
〈
横

浜
1
－
日
本
〉
の
言
説
と
〈
飛
躍
1
1
断
絶
〉
の
言
説
と
が
相
互
に
支

え
合
う
よ
う
に
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
「
歴
史
の
蓄
音
機
」
が
再
生
す
る
の
は
、
貿
易
商
増
田
嘉
兵
衛

や
写
真
師
下
岡
蓮
杖
な
ど
の
著
名
人
か
ら
市
井
の
「
一
老
翁
」

「
某
老
人
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
無
名
・
匿
名
の
ひ
と
ぴ
と
の
記
憶

の
声
で
あ
る
。
『
側
面
史
』
は
そ
れ
ら
数
十
名
の
ひ
と
び
と
を

「
横
浜
の
建
設
者
」
と
い
う
。
彼
・
彼
女
ら
の
声
は
「
生
き
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

歴
史
」
と
し
て
再
生
さ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
吉
　
　
よ
こ
は
ま
し
　
　
　
せ
ん
ぞ

　
西
戸
部
の
「
一
老
人
」
は
談
ず
る
。
「
今
の
横
浜
市
の
祖
先
た

　
よ
・
』
は
ま
む
・
■
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
へ
　
　
　
　
　
す
で

る
横
浜
村
は
、
其
〔
開
港
　
　
引
用
者
、
以
下
同
〕
の
前
か
ら
既

　
　
こ
　
　
　
む
・
占
　
　
　
　
　
　
モ
ん
ざ
い
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
・
コ
か
い

に
一
個
の
村
と
し
て
存
在
し
て
屠
た
」
、
し
か
し
い
わ
ば
「
槍
海

へ
ん
　
　
　
　
し
　
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ど
ろ

変
じ
て
市
街
と
な
つ
た
」
と
。
横
浜
の
変
貌
に
「
驚
き
」
を
あ
ら

わ
に
す
る
老
人
の
記
憶
は
開
港
前
の
横
浜
を
知
る
人
な
ら
で
は
の

も
の
で
、
開
港
前
の
記
録
に
お
い
て
横
浜
の
名
を
抹
消
す
る
島
田

三
郎
の
知
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
。
「
天
保
老
人
某
」
は
よ
り
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よ
こ
は
圭
む
ら
　
　
　
　
　
ふ
る
　
ふ
・
つ
ど
吉
　
　
　
モ
　
　
ほ
か
　
き
ろ
く

明
解
に
、
「
横
浜
村
の
こ
と
は
古
い
風
土
記
や
、
其
の
外
の
記
録

　
あ
吉に

明
ら
か
で
す
」
と
い
う
。
当
然
の
こ
と
横
浜
で
生
活
し
て
き
た

ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
、
そ
の
歴
史
の
始
原
が
開
港
と
い
う
出
来

事
に
お
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
こ
で
横
貿
紙
上
「
開
港
側
面
史
」
連
載
第
一
回
を
み
れ
ば
、

増
田
嘉
兵
衛
の
談
が
「
五
十
年
の
昔
」
「
横
浜
町
の
始
」
と
い
う

小
見
出
し
の
も
と
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
開
港
の
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ん
せ
ん
　
　
い
　
　
　
　
　
ず
い

江
戸
か
ら
横
浜
に
出
て
き
た
増
田
は
、
「
五
十
年
前
と
言
ふ
と
随

ぷ
ん
ふ
昌
　
　
こ
と
　
　
お
旧
か
た
　
　
わ
す
　
　
　
　
し
ま

分
古
い
事
で
大
方
は
忘
れ
て
了
つ
た
」
と
話
し
始
め
る
。
こ
の
嘉

兵
衛
翁
の
回
想
は
、
『
側
面
史
』
で
は
最
終
章
の
「
回
顧
雑
話
」

に
編
集
し
な
お
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
『
側
面
史
』
冒
頭
は
と

い
う
と
「
昔
の
横
浜
村
」
の
章
は
、
吉
田
町
辺
の
開
墾
の
と
き
か

ら
数
え
て
八
代
目
の
吉
田
勘
兵
衛
の
談
話
に
始
ま
る
。
し
か
も
勘

兵
衛
翁
は
、
吉
田
家
の
記
録
に
し
た
が
っ
て
開
墾
当
初
つ
ま
り

コ
一
百
年
前
の
横
浜
村
」
の
様
子
を
語
り
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
る
。

勘
兵
衛
翁
の
談
話
は
横
貿
紙
上
「
開
港
側
面
史
」
に
は
な
く
、

『
側
面
史
』
編
纂
に
あ
た
り
あ
ら
た
に
挿
入
さ
れ
た
歴
史
で
も
あ

う
た
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
談
話
の
話
者
を
「
横
浜
の
建
設
者
」

と
い
う
「
は
し
が
き
」
に
し
た
が
え
ば
、
開
墾
者
の
末
商
で
あ
る

勘
兵
衛
翁
は
冒
頭
に
お
く
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
な
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
過
去
が
二
〇
〇
年
前
に
ま
で
遡
及
さ
れ
た
の
で
は
、

開
港
を
起
点
と
し
た
く
飛
躍
H
断
絶
V
と
い
う
横
浜
史
の
叙
述
を

律
す
る
文
法
を
み
ず
か
ら
裏
切
っ
て
し
ま
う
齪
蛭
を
、
こ
こ
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
は
い
え
、
開
港
を
分
岐
点
と
し
た
と
き
の
横
浜
の
変
貌
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
た
■
い
ま
　
　
　
　
か
ん
が
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
　
よ
こ
は
ま

た
当
然
の
こ
と
で
、
「
只
今
か
ら
考
へ
て
見
ま
す
と
昔
の
横
兵
は

　
　
ど
　
一
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
吉
つ
ば
り
わ
か

、
何
処
が
ど
ん
な
で
あ
つ
た
や
ら
今
で
は
薩
張
分
り
ま
せ
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
一
」
は
ま
　
　
肚
ん
え
い
　
　
ち
う
L
ん

と
吉
田
や
ほ
女
は
語
り
、
「
横
浜
の
繁
栄
の
中
心
」
で
あ
る
本
町

　
　
せ
い
や
．
コ
じ
ん
ざ
ん
さ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
で
ゆ
め

で
「
西
洋
人
斬
殺
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
「
思
ひ
出
す
と
、
全
然
夢

の
や
う
で
す
」
と
藤
井
彦
兵
衛
は
回
想
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
横

浜
変
貌
の
分
岐
点
を
め
ぐ
る
記
憶
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
「
開
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
・
コ
ひ
ら

十
年
目
」
に
横
浜
に
来
た
吉
本
新
輔
は
、
当
時
は
「
ま
だ
一
向
開

　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
廿
ん
よ
こ
肚
ま
む
ら
　
　
す
加
た

け
て
居
ま
せ
ん
で
し
た
：
：
：
ま
だ
依
然
横
浜
村
の
姿
」
を
と
ど
め

て
い
た
と
語
り
、
「
明
治
五
年
日
本
に
始
め
て
と
云
ふ
汽
車
が
通
」

　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
か
た
　
　
　
　
モ
う
す
み

っ
て
や
っ
と
「
是
か
ら
の
開
け
方
は
一
層
速
や
か
に
な
り
ま
し

た
」
と
証
す
。
「
皆
な
変
つ
て
仕
舞
つ
た
と
言
ひ
た
い
位
で
す
が

　
　
め
い
ぢ
　
（
わ
ん
ね
ん
ご
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
す
ご
　
　
と
こ
ろ

、
明
治
元
年
頃
は
－
－
そ
れ
は
く
物
凄
い
処
で
し
た
一
と
か

つ
て
の
野
毛
坂
を
記
憶
す
る
の
が
、
「
名
は
言
は
ぬ
が
花
の
某
老

妓
」
で
あ
る
。

　
ま
た
一
方
で
想
起
さ
れ
る
過
去
は
哀
惜
の
対
象
と
も
な
る
。
開
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な
ん
　
　
ぼ
ん
　
　
あ
つ

港
前
に
は
「
何
百
本
も
有
た
」
弁
天
社
の
松
が
遷
社
（
一
八
六
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
室
　
　
　
　
加
ん
が
　
　
　
　
　
を
し

年
）
に
あ
た
り
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
「
今
か
ら
考
へ
て
も
惜

く
て
な
り
ま
せ
ん
」
（
七
十
六
翁
某
）
と
嘆
く
も
の
が
い
れ
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
拘
　
　
　
　
よ
こ
は
圭
　
　
ひ
ら

そ
う
し
た
変
貌
が
あ
っ
た
に
し
て
も
「
是
だ
け
横
浜
が
開
け
た
か

　
お
も
　
　
　
　
　
け
っ
　
　
　
　
　
わ
る
　
　
　
こ
、
ろ
も
ち

と
恩
ふ
と
決
し
て
悪
い
心
持
は
し
ま
せ
ん
」
（
増
田
嘉
兵
衛
）
と

誇
ら
し
げ
な
も
の
も
い
る
。

　
横
浜
の
歴
史
の
始
原
を
ど
こ
に
お
く
か
、
ま
た
横
浜
の
変
貌
の

起
点
を
い
ず
こ
に
も
と
め
る
か
は
話
者
に
よ
り
多
様
で
あ
る
。
そ

れ
は
ひ
と
び
と
の
記
憶
が
ま
さ
に
「
生
き
た
る
歴
史
」
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
文
明
史
の
縮
図
が
横

浜
に
あ
る
と
い
う
「
は
し
が
き
」
に
あ
る
認
識
に
沿
う
よ
う
に
、

多
様
な
記
憶
の
回
収
先
が
こ
こ
で
一
元
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ビ
ッ
ド
ル
の
浦
賀
来
航
時
に
米
艦
船
に
乗
り
込
ん
だ
下
岡
蓮
杖
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
く
ざ
け

初
め
て
ふ
れ
た
葡
萄
酒
を
「
毒
酒
」
と
思
い
、
そ
れ
を
飲
ま
ず
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
吉
き
　
　
・
」
の
ど
く
ざ
リ
　
あ
ム
　
　
　
　
L
も
を
か
き
う

は
す
ま
な
い
と
な
る
や
、
「
潔
よ
く
此
毒
酒
を
仰
い
で
、
下
岡
久

切
　
す
吋
　
　
　
　
め
い
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
さ
、
　
　
　
　
　
　
　
け
っ
」
ん

之
助
の
一
命
を
日
本
国
の
為
め
に
捧
げ
や
う
と
決
心
し
」
た
と
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
あ
り
自
ま
　
　
　
　
　
　
　
み

顧
す
る
。
か
か
る
蓮
杖
が
ま
た
「
日
本
の
開
け
る
有
様
は
…
－
見

　
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
加
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
お
も

て
来
ま
し
た
か
ら
、
も
う
外
に
見
た
い
と
思
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ

　
　
　
た
｝
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
じ
や
う
　
　
し
や
う
　
の
｛

ん
が
、
只
之
れ
だ
け
が
こ
の
蓮
杖
一
生
の
望
み
で
あ
り
ま
す
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
O
う
へ
い
か
　
　
　
き
ん
こ
ん
し
き
　
　
だ
い
や
も
ん
ど
．
⊥
ん
L
き

希
う
の
は
、
な
に
あ
ろ
う
「
天
皇
陛
下
の
金
婚
式
と
金
剛
石
婚
式

　
坦
　
い
は
ひ

の
御
祝
典
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
横
浜
に
ま
つ
わ
る
記
憶
が

「
日
本
」
（
「
天
皇
」
）
に
回
収
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
蓮
杖
び

と
り
に
限
ら
れ
ず
、
「
無
名
の
一
老
翁
」
も
「
新
聞
紙
の
始
」
を

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
い
　
　
　
く
ち
　
　
よ
こ
は
由

め
ぐ
づ
て
、
「
日
本
新
文
明
の
入
り
口
は
横
浜
で
あ
る
」
、
横
浜
か

　
　
　
　
　
甘
い
中
う
　
　
ぷ
ん
め
い
　
　
　
　
　
　
　
し
や
　
　
o
　
　
　
い
色
岨
　
　
　
も
つ
　
　
、
　
、

ら
入
っ
た
「
西
洋
の
文
明
は
…
：
二
溝
千
里
の
勢
ひ
を
以
て
日
本

、
　
、
　
、
　
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
し
吉

国
中
に
伝
は
つ
て
了
つ
た
」
と
横
浜
が
特
化
さ
れ
た
記
憶
を
語
る
。

無
名
の
．
一
老
人
が
「
頭
髪
の
革
命
」
を
回
想
す
れ
ぱ
、
丁
髭
を
切

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
ち
中
う
ど
い
ま
　
　
て
う
せ
ん

り
始
め
た
こ
ろ
の
「
日
本
は
丁
度
今
の
朝
鮮
」
の
よ
う
だ
、
辮
髪

　
　
　
　
L
　
世
　
　
　
ぷ
ん
め
い
　
　
　
　
　
　
す
、
　
　
　
　
　
　
L
よ
う
こ

こ
そ
が
「
支
那
の
文
明
が
ま
だ
進
ま
な
い
証
拠
」
だ
と
、
過
去
の

ひ
と
び
と
の
風
俗
を
と
お
し
て
文
明
の
分
割
線
が
設
定
さ
れ
、
そ

れ
に
沿
っ
て
日
本
－
朝
鮮
／
支
那
と
現
在
の
ひ
と
び
と
も
が
分
割

さ
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
た
「
日
本
」
に
回
収
さ
れ
よ
う
と
す
る
ひ
と
ぴ
と
の
存

在
は
ま
た
、
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

横
浜
村
の
鎮
守
で
あ
る
弁
天
社
の
祭
礼
と
「
開
港
一
週
年
祭
」
と

が
複
合
し
て
催
さ
れ
た
の
が
一
八
六
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

　
　
に
音
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
つ
ぱ

の
「
賑
や
か
に
し
て
…
…
立
派
」
な
さ
ま
を
記
憶
し
て
い
る
「
七

十
六
翁
某
」
が
、
そ
れ
を
想
起
す
る
と
同
時
に
い
ま
や
零
落
れ
て

し
ま
っ
た
弁
天
社
を
思
え
ぱ
、
こ
の
開
港
五
十
年
祭
に
あ
た
っ
て

ぺ
ん
て
ん
さ
ま
　
あ
　
　
ま
、
　
　
　
抽
い
　
　
　
、
、
、
、
、
す

「
弁
天
様
を
彼
の
儘
に
し
て
置
て
は
横
浜
市
民
が
済
む
ま
い
」
と
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語
ら
れ
て
し
ま
う
。
賑
や
か
だ
っ
た
開
港
一
年
祭
と
弁
天
さ
ま
の

祭
礼
の
過
去
が
想
起
さ
れ
、
い
ま
眼
前
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
弁
天

社
が
あ
る
と
き
、
両
者
を
つ
な
げ
る
そ
の
語
り
に
お
い
て
「
横
浜

市
民
」
の
一
体
性
が
つ
よ
く
意
識
化
さ
れ
て
い
る
様
相
を
、
『
側

面
史
』
に
あ
ら
わ
れ
た
記
憶
を
と
お
し
て
把
捉
し
う
る
の
で
あ
る
。

記
憶
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
「
横
浜
市
民
」
の
語
は
『
側
面
史
』
の

な
か
で
、
こ
こ
に
た
だ
一
つ
で
あ
る
。

四
　
図

　
『
横
浜
開
港
五
十
年
紀
念
帖
』
（
二
八
八
頁
、
二
円
。
以
下
『
紀

念
帖
」
と
す
る
）
は
、
二
葉
の
写
真
に
始
ま
る
。
題
字
扉
に
つ
ぐ

一
丁
め
の
上
段
に
は
明
治
天
皇
夫
妻
の
肖
像
画
、
下
段
に
「
宮
城

二
重
橋
之
真
景
」
。
つ
ぎ
の
丁
に
は
上
段
に
M
・
C
・
ペ
リ
ー
の

肖
像
、
さ
ら
に
丁
を
め
く
れ
ば
ま
た
上
段
に
井
伊
直
弼
の
肖
像
と

続
く
。
そ
し
て
、
「
安
政
年
間
の
横
浜
村
」
「
文
久
年
間
の
横
浜

村
」
と
題
さ
れ
た
絵
図
・
絵
地
図
が
載
せ
ら
れ
、
五
丁
め
に
は

「
現
在
の
横
浜
」
の
地
図
が
あ
る
。
『
紀
念
帖
』
を
開
け
ば
す
で
に

こ
の
数
丁
に
お
い
て
、
明
治
天
皇
、
横
浜
の
新
旧
と
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
す
な
わ
ち
横
浜
を
め
ぐ
る
二
つ
2
言
説
が
図
像
に
よ
り
表
象

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
に
横
浜
の
出
来
事
と
日
本
の
歴
史

と
を
一
体
化
さ
せ
る
〈
横
浜
H
日
本
〉
の
言
説
が
こ
こ
で
は
天
皇

夫
妻
・
皇
居
の
図
像
に
、
二
つ
に
〈
飛
躍
1
！
断
絶
〉
の
言
説
は
横

浜
の
発
展
を
示
す
安
政
・
現
在
二
様
の
図
像
に
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　
成
田
景
暢
の
編
纂
し
た
『
紀
念
帖
』
は
、
横
浜
時
事
新
報
社
か

ら
一
九
〇
九
年
＝
一
月
二
五
日
に
発
行
さ
れ
、
横
浜
市
長
三
橋
信

方
が
い
わ
ぱ
序
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
百
有
余
の
写
真

版
を
挿
」
む
を
特
徴
と
す
る
。
島
田
沼
南
（
三
郎
）
は
、
横
浜
の

現
在
の
繁
栄
を
祝
す
と
と
も
に
「
横
浜
の
進
歩
は
無
限
無
涯
を

期
」
し
、
こ
の
『
紀
念
帖
』
1
を
み
る
も
の
に
「
此
意
気
〔
先
人
の

努
力
を
追
想
し
、
将
来
の
発
展
を
計
る
精
神
と
気
力
〕
な
か
る
可

か
ら
ず
…
…
此
心
を
以
て
此
帖
に
対
せ
ん
こ
と
を
市
民
諸
氏
に

勧
」
め
て
い
る
。
三
橋
、
島
田
に
続
き
横
浜
市
選
出
の
衆
議
院
議

員
堀
谷
左
次
郎
は
「
題
横
浜
開
港
五
十
年
紀
念
帖
」
を
叙
し
、

「
実
に
空
前
絶
後
の
盛
事
・
…
・
真
に
後
世
に
伝
ふ
べ
き
一
大
美
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
な
っ
た
「
横
浜
開
港
五
十
年
祭
の
祝
典
」
の
「
挙
行
の
当
時
横

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

浜
全
市
民
が
歓
欣
盛
祝
せ
し
光
景
」
な
ど
は
、
こ
の
『
紀
念
帖
』

を
綴
け
ぱ
「
歴
々
と
し
て
眼
前
に
躍
出
」
し
、
そ
れ
ら
を
後
世
に

伝
え
る
に
も
「
好
個
の
資
料
」
と
絶
賛
す
る
。
そ
の
左
頁
に
は
、

「
横
浜
掃
部
山
に
建
設
せ
し
井
伊
直
弼
の
銅
像
」
と
「
相
州
久
里

　
　
　
　
〔
ペ
リ
ー
］

浜
海
岸
の
伯
理
提
督
上
陸
紀
念
碑
」
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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先
の
両
者
の
肖
像
か
ら
転
じ
て
、
こ
こ
で
は
両
者
が
顕
彰
さ
れ
て

い
る
図
像
の
掲
載
と
な
る
。
つ
ま
り
井
伊
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ま

さ
に
「
横
浜
全
市
民
が
歓
欣
盛
祝
」
し
た
様
相
の
一
端
が
表
象
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
下
九
丁
で
は
、
横
浜
の
建
造
物
、
神
社
仏
閣
、
祝
典
参
列
各

国
艦
艇
の
写
真
が
展
開
し
、
そ
し
て
二
〇
丁
ぱ
か
り
は
、
開
港
五

十
年
祭
の
バ
レ
ー
ド
な
ど
の
様
相
を
伝
え
る
写
真
が
続
く
。

　
こ
う
し
て
よ
う
や
く
編
者
成
田
に
よ
る
「
開
港
五
十
年
紀
念
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

編
纂
の
辞
」
に
ゆ
き
つ
け
ば
、
そ
こ
で
は
、
編
纂
の
目
的
に
「
横

、
　
　
　
、
　
　
　
、

浜
港
の
沿
革
」
を
知
悉
さ
せ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
「
僅
々
五
十
年
の
短
時
日
を
以
て
頗
る
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
」

た
と
い
う
に
つ
き
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
住
民
が
少
な
か
ら
ず

い
る
こ
と
を
、
成
田
は
遺
憾
と
い
う
。
横
浜
に
住
む
ひ
と
び
と
に

知
ら
す
べ
き
そ
の
土
地
の
歴
史
と
は
す
な
わ
ち
、
「
既
往
五
十
年

の
昔
時
、
寂
翼
荒
涼
の
一
寒
漁
村
た
り
し
横
浜
港
が
、
東
洋
随
一

の
貿
易
港
と
し
て
其
名
声
を
世
界
に
発
揚
す
る
に
至
り
し
顛
末
」

と
の
、
飛
躍
発
展
の
歴
史
で
あ
る
。
ま
た
『
紀
念
帖
』
の
特
色
と

さ
れ
る
百
数
葉
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
「
本
帖
に
幾
多
の
光
彩
を

添
ふ
る
も
の
」
と
、
編
者
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
『
紀
念
帖
』
は
、
第
一
編
「
横
浜
開
港
沿
革
誌
」
、
第
二
編
「
神

社
仏
閣
沿
革
誌
」
、
第
三
編
「
五
十
年
祭
紀
念
誌
」
、
第
四
編
「
開

港
紀
念
祭
余
録
」
、
第
五
編
「
紀
念
祭
祝
典
余
録
」
な
ど
よ
り
な

る
。
す
で
に
み
た
三
つ
の
史
誌
は
、
い
ず
れ
も
開
港
五
十
年
祭

（
七
月
一
日
）
に
間
に
合
わ
す
べ
く
刊
行
さ
れ
た
た
め
、
開
港
五

十
年
祭
の
祭
典
そ
の
も
の
は
記
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
『
紀
念
帖
』
が
そ
の
第
三
編
か
ら
第
五
編
に
お
い
て
全
体
の

四
割
り
近
く
の
紙
数
を
割
い
て
開
港
五
十
年
祭
の
設
備
、
各
団

体
・
各
町
団
体
の
祝
祭
と
余
興
、
そ
の
発
端
と
経
費
ま
で
を
記
し

て
い
る
の
は
特
筆
す
べ
き
で
、
ま
さ
に
「
後
世
に
至
り
之
を
参
考

と
為
す
に
足
る
も
の
と
認
め
」
（
堀
谷
）
る
に
値
す
る
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
『
紀
念
帖
』
の
位
相
を
二
点
に
わ
た
り
述
べ
よ
う
。

　
第
一
は
、
『
紀
念
帖
』
が
冒
頭
に
掲
げ
た
明
治
天
皇
夫
妻
の
肖

像
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
第
一
編
第
一
章
「
総
説
」
の
冒
頭
書
き

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

出
し
　
　
「
建
国
神
武
紀
元
二
干
五
百
六
十
九
年
靱
ち
明
治
四
十

二
年
七
月
一
日
は
、
実
に
我
が
横
浜
開
港
満
五
十
年
の
嘉
辰
た
り

し
也
」
ー
が
天
皇
夫
妻
の
肖
像
に
呼
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

横
浜
開
港
の
歴
史
が
神
武
紀
元
暦
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
し
か
も
こ

の
こ
と
は
現
在
の
横
浜
港
が
「
帝
都
の
関
門
に
し
て
東
洋
貿
易
中

枢
の
地
歩
を
占
め
大
度
高
楼
櫛
比
し
、
全
世
界
を
対
手
と
し
て
通

商
交
易
の
業
に
従
事
す
る
会
社
諸
商
店
等
其
数
挙
げ
て
算
ふ
べ
か
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ら
ず
」
と
い
う
ほ
ど
に
遂
げ
ら
れ
た
発
展
に
よ
り
確
証
さ
れ
て
い

る
。
「
日
本
帝
国
の
国
情
」
が
「
其
旧
習
を
持
続
す
る
こ
と
を
許

さ
ビ
る
の
機
運
に
際
会
」
し
た
の
は
、
ま
さ
に
ペ
リ
ー
来
航
に
始

ま
る
横
浜
の
開
港
で
あ
り
、
こ
う
し
て
「
開
国
の
端
を
啓
き
今
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

世
界
有
数
の
文
明
国
」
と
な
り
、
か
か
る
「
帝
国
の
声
誉
は
隆
々

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

乎
と
し
て
地
球
の
全
面
に
輝
き
亘
る
に
至
」
っ
た
と
称
揚
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
で
に
他
誌
に
記
述
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
言
説
が
こ

こ
『
紀
念
帖
』
に
至
れ
ぱ
、
一
つ
に
明
治
天
皇
と
神
武
紀
元
暦
を

登
場
さ
せ
、
二
つ
に
横
浜
と
帝
国
日
本
の
発
展
の
栄
誉
は
「
地

球
」
規
模
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
最
大
級
の
賛
辞
が
よ
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
蓋
し
奇
異
に
感
ず
る
の
は
、
第
二
編
で
あ
る
。
開
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

五
十
年
を
記
念
す
る
に
あ
た
り
、
な
に
ゆ
え
に
「
横
浜
全
市
内
に

散
在
す
る
」
（
堀
谷
）
「
廿
余
の
神
社
と
六
十
余
個
寺
院
の
縁
起
沿

革
」
（
成
田
）
を
記
述
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
各
神

社
．
各
寺
院
の
縁
起
沿
革
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
と
六
四
の
節
に
分

か
た
れ
て
い
る
。
各
節
に
先
立
ち
編
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
よ

う
。
「
我
が
横
浜
は
開
港
以
来
僅
々
五
十
年
の
み
」
と
は
、
こ
の

と
き
の
横
浜
開
港
史
に
い
わ
ば
定
式
化
さ
れ
た
成
句
で
あ
る
。
横

浜
の
史
誌
編
纂
者
の
だ
れ
も
が
認
識
す
る
か
か
る
歴
史
の
あ
た
ら

し
さ
は
し
た
が
っ
て
、
横
浜
に
暮
ら
す
「
四
十
万
の
市
住
民
は
、

其
開
港
以
前
よ
り
の
住
者
も
あ
り
と
雄
も
概
ね
中
年
の
移
住
者
多

数
を
占
め
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
両
三
年
来
の
移
住
者
も
亦
た
紗

か
ら
」
ざ
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
市
内
に
散
在
す

る
八
百
万
の
神
社
は
勿
論
、
諸
仏
閣
の
所
在
及
び
縁
起
沿
革
等
を

知
悉
せ
ざ
る
も
の
復
た
多
か
ら
」
ざ
れ
ぱ
こ
そ
、
こ
の
第
二
編
が

必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
二
〇
世
紀
初
頭
の
横
浜
は
、

開
港
体
験
を
め
ぐ
る
世
代
交
代
と
市
域
拡
張
や
入
寄
留
者
増
加
の

最
中
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
か
か
る
と
き
に
〈
一
体
化
し
た
市

民
〉
に
よ
る
開
港
五
十
年
祭
の
挙
行
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、

一
つ
に
〈
共
通
す
る
歴
史
〉
が
示
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
の
〈
共
通
す
る
歴
史
〉
が
こ
こ
『
紀
念
帖
』
の
叙
述
に

お
い
て
は
、
神
社
仏
閣
の
所
在
と
縁
起
沿
革
で
あ
り
、
し
か
も
こ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

こ
に
は
「
抑
も
我
が
朝
は
翔
め
八
百
万
の
神
等
相
寄
り
相
議
り
給

ひ
て
国
を
建
て
給
ひ
し
」
と
い
う
編
者
の
神
国
観
が
表
明
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
た
。
「
五
千
余
万
の
目
本
国
民
は
悉
く
日
と
な
く
夜
と
な
く
神

冥
の
加
護
に
浴
し
、
其
身
の
幸
慶
を
保
持
し
つ
㌧
あ
る
所
以
の
も

の
た
る
を
認
識
す
」
る
と
の
規
制
の
う
ち
に
、
当
然
の
こ
と
「
横

浜
市
民
」
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
天
皇
の
聖
慮
と
国
民
の
敬
神
の

念
と
が
普
く
ゆ
き
わ
た
る
神
国
日
本
の
国
民
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
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「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
こ
と
は
、
市
内
す
べ
て
の
神
社
仏
閣
の
縁

起
沿
革
の
記
述
に
よ
り
支
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
『
紀
念
帖
』
の
第
二
の
位
相
を
示
し
て
い
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
開
港
五
十
年
祭
を
機
と
し
て
「
横
浜
市
民
」
意

識
の
醸
成
が
目
指
さ
れ
た
と
は
い
え
、
市
民
意
識
な
ど
と
い
う
も

の
に
は
日
常
性
や
継
起
性
は
希
薄
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
一
大
イ

ヴ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
開
港
五
十
年
祭
の
開
催
が
必
要
と
な
り
、
そ

こ
に
こ
そ
「
横
浜
市
民
」
意
識
が
い
わ
ぱ
瞬
発
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
祭
典
が
市
民
意
識
醸
成
の
集
団
性
に
か
か
わ
れ
ぱ
、
祭
典

を
図
録
し
た
冊
子
は
薄
れ
ゆ
く
市
民
意
識
の
個
別
化
さ
れ
た
反
復

の
場
と
な
ろ
う
。
し
か
も
、
横
浜
史
誌
に
不
可
欠
の
二
つ
9
言
説

が
『
図
録
』
に
記
さ
れ
て
み
れ
ば
、
地
球
大
に
ま
で
輝
き
わ
た
る

帝
国
の
栄
誉
と
そ
れ
を
治
め
る
天
皇
と
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

小
括
と
展
望

　
開
港
五
十
年
を
機
に
作
成
さ
れ
た
四
つ
の
史
誌
の
叙
述
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
意
識
を
め
ぐ
る
戦
略
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
史

誌
を
律
す
る
文
法
と
の
齪
鱈
を
含
み
な
が
ら
も
歴
史
叙
述
は
展
開

し
、
そ
の
う
え
で
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
た
の
が
、
叙
述
に
お
け

る
「
横
浜
市
民
」
の
発
現
で
あ
う
た
。
そ
れ
ら
を
み
た
い
ま
本
稿

を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
叙
述
と
歴
史
意
識
に
つ
い
て
二
つ

の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
一
つ
は
史
誌
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
歴
史
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
。

「
歴
史
伝
承
は
、
そ
れ
を
つ
く
り
保
持
す
る
人
た
ち
の
、
イ
デ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ロ
ギ
ー
の
表
現
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
（
川
田
順
造
）
。

と
は
い
え
川
田
も
い
う
よ
う
に
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
表
現
」
と

「
真
実
」
と
を
峻
別
す
れ
ば
歴
史
の
探
求
が
終
わ
る
の
で
は
な
い
。

川
田
に
導
か
れ
れ
ぱ
、
だ
か
ら
こ
そ
「
既
存
の
状
況
の
反
映
な
い

し
説
明
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
既
存
の
状
況
を
逆
に
規
制
す
る

力
」
と
し
て
歴
史
叙
述
を
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
論
で

取
り
あ
げ
た
史
誌
、
そ
し
て
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
ひ
と
ぴ
と
の
記

慮
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
横
浜
開
港
を
寿
ぐ
開
港
五
十
年
祭
の
祝
典

を
、
そ
し
て
現
在
へ
と
至
る
横
浜
の
発
展
を
正
統
化
す
る
言
説
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
人
ひ
と
り
ひ
と
り
が
「
横
浜
市
民
」
で
あ
り

つ
つ
、
「
日
本
」
を
構
成
す
る
国
民
と
し
て
回
収
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
た
。
既
存
の
状
況
を
説
明
し
つ
つ
そ
れ
を
規
制
す
る
力
と
し

て
の
言
説
が
、
「
横
浜
市
民
」
の
語
句
を
介
し
て
い
く
つ
も
の
史

誌
に
記
述
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
を
切
断
す
る
ほ
ど
の
飛
躍
を
祝
し
、

同
時
に
横
浜
1
1
日
本
の
発
展
を
寿
ぐ
言
説
は
、
飛
躍
発
展
と
国
家
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

日
本
へ
の
連
動
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

意
識
と
し
て
創
出
さ
れ
た
歴
史
意
識
で
あ
づ
た
。
川
田
に
な
ら
い

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
の
語
を
つ
か
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
現
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

説
明
し
．
正
統
化
し
、
か
つ
読
む
も
の
に
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る

、
　
　
　
、

こ
と
を
意
識
化
さ
せ
る
歴
史
意
識
を
〈
横
浜
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
と

呼
ぼ
う
。

　
な
ら
ば
す
べ
て
が
か
か
る
歴
史
意
識
の
回
路
へ
と
な
だ
れ
込
ん

で
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
「
生
き
た
る
歴
史
の
蓄
音
機
」

に
よ
り
再
生
さ
れ
た
「
横
浜
の
建
設
者
」
の
記
憶
は
、
そ
の
そ
れ

ぞ
れ
の
生
に
み
あ
う
だ
け
の
多
様
性
を
み
せ
て
い
た
。
〈
横
浜
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
に
回
収
さ
れ
な
い
も
う
一
つ
の
回
路
が
、
「
生
き

た
る
歴
史
」
1
1
〈
生
き
ら
れ
た
歴
史
v
と
も
い
い
う
る
こ
う
し
た

ひ
と
ぴ
と
の
記
憶
で
あ
う
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
開
港
五
十
年

祭
と
い
う
横
浜
に
と
っ
て
の
一
大
祭
典
の
挙
行
は
、
そ
こ
で
想
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

さ
れ
る
過
去
＾
記
憶
の
語
り
に
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
こ
と
を
す

べ
り
込
ま
せ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
歴
史
意
識
の
多
様
さ
と
は
な
に
か
、
を
二
つ
め
に
考

え
て
み
よ
う
。
横
浜
に
と
っ
て
一
九
八
九
年
は
市
政
一
〇
〇
周

年
．
開
港
二
二
〇
周
年
の
年
と
な
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
『
図
説

横
浜
の
歴
史
』
（
横
浜
市
市
民
局
市
民
情
報
室
広
報
セ
ン
タ
ー
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

行
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
ふ
る
さ
と
横
浜
の
今
日
を
築

　
い
た
、
先
人
た
ち
の
歩
み
」
（
横
浜
市
長
細
郷
遣
一
）
が
記
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
そ
の
第
一
章
「
横
浜
の
、
ず
っ
と
大
昔
」
は
、
「
横
浜
の
歴
史
を

切
り
開
い
た
人
び
と
」
（
小
宮
垣
雄
執
筆
）
の
項
に
始
ま
る
。
そ

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
こ
で
は
「
横
浜
の
地
に
遠
い
祖
先
の
く
ら
し
が
始
ま
っ
た
の
は
、

　
い
つ
，
こ
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
の
間
い
に
導
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

先
土
器
時
代
に
ま
で
歴
史
が
遡
ら
れ
、
「
横
浜
の
歴
史
を
最
初
に

切
り
開
い
た
の
は
、
こ
の
氷
河
と
火
山
活
動
の
時
代
を
生
き
た
人

び
と
で
あ
」
る
と
語
ら
れ
る
。
「
今
の
と
こ
ろ
市
内
で
最
も
古
い

遺
跡
」
は
旭
区
矢
指
谷
遺
跡
で
、
そ
の
存
在
に
よ
り
「
齢
浄
か
歴

史
は
二
万
二
〇
〇
〇
年
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
」
。
そ
の
う
え
で
こ
の
語
り
は
「
最
近
に
な
っ
て
、
横
浜

の
背
後
に
続
く
多
摩
丘
陵
の
一
角
で
、
－
…
約
五
万
年
前
の
中
期

旧
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
」
こ
と
を
例
示
し
、
「
今
後

市
内
で
も
彼
ら
〔
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
〕
の
足
跡
が
確
認
さ
れ

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

．
れ
ぱ
、
横
浜
の
歴
史
の
始
原
は
、
い
っ
き
ょ
に
倍
近
く
も
さ
か
の

ぽ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
読
む
も
の
を
「
新
発
見
で
ふ

く
ら
む
ロ
マ
ン
」
（
！
）
へ
と
い
ざ
な
う
。
ま
た
横
浜
市
役
所
の

『
市
政
概
要
』
（
一
九
九
四
年
版
）
を
み
れ
ぱ
、
そ
の
「
横
浜
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ゆ
み
」
に
は
「
文
献
で
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
横
浜
の
起
源
は
、
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1
1
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
記
さ
れ
な
が
ら
も
、

同
じ
頁
に
あ
る
「
歴
史
年
表
」
は
一
八
五
四
年
の
「
日
米
和
親
条

約
（
神
奈
川
条
約
）
を
締
結
す
る
」
に
始
ま
っ
て
い
る
。
「
ロ
マ

ン
」
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
遥
か
な
横
浜
の
歴
史
の
始
原
、
正
確
さ
や

客
観
性
に
則
ろ
う
と
す
る
文
献
学
に
も
と
づ
い
た
横
浜
の
起
源
、

そ
し
て
国
政
上
の
条
約
締
結
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
横
浜
開
港
の

契
機
－
こ
こ
に
は
少
な
く
と
も
横
浜
の
歴
史
の
た
ど
り
方
が
三

つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
「
歴
史
」
と
は
、
本
源
的
に
は
、
．
自
己
が
生
き
て
い
く
う
え
で
、

ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
の
拡
が
り
と
深
さ
を
も
つ
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

1
－
「
過
去
」
に
か
ん
す
る
知
識
」
で
あ
る
（
小
谷
江
之
）
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

五
万
年
も
の
過
去
に
遡
り
う
る
歴
史
を
「
横
浜
の
」
と
語
り
始
め

る
こ
と
の
必
要
性
は
那
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
古
学
的
知
見

に
よ
り
吉
田
勘
兵
衛
翁
の
語
り
を
さ
ら
に
二
五
〇
倍
も
遡
る
歴
史

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

を
「
横
浜
の
」
と
始
め
る
語
り
は
ま
さ
に
、
小
谷
の
い
う
「
歴
史

学
の
自
己
疎
外
」
で
あ
る
。
科
学
性
や
客
観
性
を
も
っ
た
と
主
張

す
る
歴
史
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
無
縁
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
か
し
、
そ
れ
を
「
横
浜
の
」
と
語
り
出
す
と
き
、
そ
れ
は
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
の
脱
却
で
は
な
く
、
〈
現
在
性
〉
に
規
定
さ

れ
た
過
去
の
解
釈
1
1
再
構
成
で
あ
る
歴
史
叙
述
と
い
う
も
の
へ
の

無
自
覚
さ
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。

　
記
さ
れ
た
歴
史
と
は
、
解
釈
さ
れ
た
過
去
の
再
構
成
と
い
い
う

る
。
な
ら
ば
そ
の
「
「
過
去
」
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
さ
に
、
自
分
自
身
の
存
在
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
（
小
谷
）
。
歴
史
に
向
き
あ
う
こ
う
し
た
意
味
で
の
く
主
体

性
v
の
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か

る
く
主
体
性
V
を
考
え
抜
く
こ
と
が
、
「
横
浜
市
民
」
と
い
う
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

定
性
を
も
揺
る
が
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
歴
史
意
識
の
問
題
化
に
つ
い
て
は
羽
賀
祥
二
の
『
明
治
維
新
と

　
宗
教
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
や
「
「
風
土
記
」
「
図
絵
」
の

　
編
纂
と
地
域
社
会
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
一
九
九
四
年
五
月
）
な

　
ど
一
連
の
研
究
を
、
歴
史
叙
述
と
歴
史
意
識
・
記
憶
の
問
題
化
に
つ

　
い
て
は
安
保
則
夫
「
都
市
近
代
化
と
社
会
的
差
別
の
形
成
」
（
ル

　
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
『
労
働
階
級
と
危
険
な
階
級
』
付
録
、
み
す
ず

　
書
房
、
一
九
九
三
年
）
、
成
田
龍
一
の
「
方
法
と
し
て
の
「
記
憶
」
」

　
（
『
文
学
』
一
九
九
五
年
春
）
・
「
関
東
大
震
災
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー

　
の
た
め
に
」
（
『
思
想
』
一
九
九
六
年
八
月
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
別

　
稿
「
横
浜
開
港
五
十
年
祭
の
政
治
文
化
」
（
未
発
表
）
で
は
①
祭
典

　
を
め
ぐ
る
言
説
と
象
徴
、
②
祭
典
が
惹
起
し
た
葛
藤
や
齪
鯖
を
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
し
て
、
歴
史
意
識
と
「
横
浜
市
民
」
で
あ
る
こ
と
（
1
ー
ア
イ
デ
ン
デ

　
ィ
テ
ィ
）
と
の
関
違
を
問
題
化
し
た
。
本
稿
は
別
稿
と
合
わ
せ
て
一

　
つ
の
作
品
と
な
る
た
め
そ
れ
を
参
照
す
べ
き
箇
所
は
多
い
が
、
そ
の
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注
記
は
省
略
し
た
。

（
2
）
　
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集
』
第
八
巻
風
俗
篇
、
日

　
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
所
収
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
「
南
京
町
は
－
－
：
一
種
の
特
色
を
放
ち
つ
つ
あ
り

　
、
不
潔
は
彼
等
の
特
性
に
し
て
、
富
者
も
此
特
性
を
改
善
す
る
能

　
は
ざ
る
が
如
し
」
、
「
三
吉
町
は
最
下
層
人
物
の
巣
窟
な
り
」
「
庚
耕

　
地
は
俗
に
乞
食
谷
戸
と
呼
ぶ
、
南
太
田
の
一
遇
に
あ
り
」
と
同
時
に

　
「
清
国
人
、
は
概
し
て
精
励
に
し
て
忍
耐
あ
り
」
、
「
南
太
田
の

　
、
貧
民
等
は
、
能
く
働
け
り
、
…
…
比
較
的
分
限
者
あ
る
」
と

　
も
い
う
。
こ
う
し
た
他
誌
に
な
い
「
南
京
町
」
「
貧
民
」
へ
の
視
線

　
も
『
五
十
年
史
」
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
横
浜
開
港
資
料
館
編
『
横
浜

　
も
の
の
は
じ
め
考
』
（
一
九
八
八
年
）
を
み
よ
う
。
該
書
は
「
文
明

　
開
化
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
っ
た
「
一
面
的
な
」
横
浜
像
に
か
わ
る

　
「
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
固
有
の
文
化
を
失
う
こ
と
な
く
、
共
存
し
て

　
い
た
」
「
国
際
色
豊
か
な
都
市
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
造
出
す
る

　
（
一
八
頁
）
。
そ
こ
で
は
「
民
族
」
の
「
固
有
の
文
化
」
な
る
も
の
＾

　
「
彼
等
の
特
性
」
が
「
不
潔
」
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
無
視
さ

　
れ
、
対
等
に
し
て
平
等
な
文
化
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
歴
史

　
像
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
戦
争
．
軍
事
の
記
憶
と
国
民
意
識
と
の
関
係
を
論
じ
た
タ
カ

　
シ
．
フ
ジ
タ
ニ
『
天
皇
の
ぺ
ー
ジ
ェ
ン
ト
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

　
一
九
九
四
年
、
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
幕
末
の
大
火
に
つ
い
て
も
す
で

　
に
「
横
浜
市
の
大
半
を
焼
き
尽
し
た
り
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
『
横
浜
商
工
会
議
所
百
年
史
』
一
九
八
一
年
、
四
二
二
－
四
一

　
四
頁
。

（
6
）
　
横
貿
紙
上
「
開
港
側
面
史
」
の
連
載
は
『
側
面
史
』
刊
行
後
も

　
一
九
〇
九
年
二
一
月
七
日
ま
で
続
い
た
。
『
側
面
史
』
未
収
録
分
を

　
も
ふ
く
め
た
「
開
港
側
面
史
」
は
石
井
光
太
郎
他
編
『
横
浜
ど
ん
た

　
く
』
上
下
、
有
隣
堂
、
一
九
七
三
年
、
に
「
復
刻
、
校
訂
」
（
凡
例
）

　
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
末
に
あ
る
索
引
（
横
貿
掲
載
順
）
を
み
れ

　
ぱ
わ
か
る
よ
う
に
編
集
に
あ
た
り
掲
載
順
序
は
崩
さ
れ
、
か
つ
横
貿

　
紙
上
「
開
港
側
面
史
」
と
『
側
面
史
」
と
の
異
同
（
後
述
）
が
記
さ

　
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
不
備
が
あ
る
。

（
7
）
　
前
出
『
横
浜
も
の
の
は
じ
め
考
』
は
「
公
文
書
」
に
比
ぺ
「
古

　
老
の
回
顧
談
」
は
「
史
実
性
に
問
題
」
が
あ
る
と
い
う
（
一
八
頁
）
。

　
客
観
性
を
も
っ
た
史
実
と
い
う
基
準
を
設
定
し
「
古
老
の
回
顧
談
」

　
を
裁
断
す
る
立
場
を
わ
た
し
は
と
ら
な
い
。

（
8
）
　
川
田
順
造
『
無
文
字
社
会
の
歴
史
」
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

　
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

（
9
）
　
い
ま
で
も
横
浜
市
は
「
日
本
を
代
表
す
る
国
際
貿
易
港
」
「
か

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
が
国
最
大
の
国
際
港
湾
で
あ
る
横
浜
港
」
を
誇
り
、
「
開
港
以
来
一

　
三
五
年
、
貿
易
立
国
日
本
の
物
流
及
び
生
産
の
拠
点
と
し
て
、
弥
か

　
国
経
済
の
発
展
を
支
え
」
て
き
た
と
歴
史
を
記
す
（
横
浜
市
『
市
政

　
概
要
』
一
九
九
四
年
版
）
。

（
m
）
　
小
谷
狂
之
「
歴
史
学
の
自
己
疎
外
」
西
川
正
雄
他
編
『
現
代
歴

　
史
学
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
H
）
　
伊
豫
谷
登
士
翁
他
編
『
ナ
シ
目
ナ
リ
テ
ィ
の
脱
構
築
」
柏
書
房
、

　
一
九
九
六
年
、
の
議
論
を
念
頭
に
お
き
、
「
ナ
シ
目
ナ
リ
テ
ィ
の
脱

構
築
」
に
連
動
す
る
〈
地
域
性
の
脱
構
築
〉
を
、
わ
た
し
は
展
望
し

　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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