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【
関
連
史
料
】 

〇
左
の
文
献
か
ら
引
用
し
て
い
ま
す
。
引
用
文
の
末
尾
に
引 

用
し
た
文
献
と
頁
を
示
し
て
あ
り
ま
す
。 

・
『
新
編
信
濃
史
料
叢
書 

第
十
九
巻
』 

〈
以
下
、『
信
叢
』
と
略
す
〉 

・
『
信
州
塩
尻
赤
羽
家 
元
禄
大
庄
屋
日
記
』 

（
一
九
七
四
年
） 

 
 

〈
以
下
、『
赤
羽
』
と
略
す
。〉 

・
『
眞み

篶す
ず

苅か
る

信
濃
美
談 

初
篇
』 

〈
以
下
、『
美
談
』
と
略
す
〉 

〇
本
史
料
は
原
文
を
読
み
下
し
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て 

い
ま
す
。 

〇
史
料
番
号
は
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
前
編
と
後
編
の
配 

布
資
料
で
通
し
番
号
を
用
い
て
い
ま
す
。 

 【
史
料
９
】
達
し
書
き
の
返
上 

「
郷
中
訴
詔
之
事
控
」 

一
、
さ
て
ま
た
〈
中
略
〉
内
左
衛
門
よ
り
申
し
進
め
候
由
、 

「
こ
の
度
当と

う

与く
み

〈
塩
尻
組
〉
は
、
一
味
し
て
難
渋
願
い
致

し
候
な
ど
と
申
す
儀
、
か
つ
て
こ
れ
な
く
候
。
諸
事
御
上

様
の
御
差
し
図
通
り
に
仕
る
べ
く
候
え
ば
、
先
だ
っ
て
下

さ
れ
候
御
宥
免
の
御
達
し
書
き
、
返
上
仕
る
べ
し
」
と
申

し
て
差
し
上
げ
候
え
ば
、
こ
の
儀
御
上
に
て
奇
特
な
る
取

り
斗は

か

ら
い
と
て
御
褒
美
下
さ
れ
べ
し
と
申
し
進
め
候
由
。 

一
、
庄
内
の
組
手
代
百
瀬
三
七
の
義
は
、
内
左
衛
門
に
御
内 

意
あ
り
し
後
申
上
げ
候
。「
御
当
与
は
何
事
も
訴
訟
申
す
存

念
か
つ
て
ご
ざ
な
き
と
こ
ろ
、
外
々
よ
り
さ
そ
わ
れ
候
ゆ

え
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
一
味
致
し
候
趣
き
に
て
候
。
こ
の

節
に
相
成
り
候
て
は
諸
事
前
々
の
通
り
相
勤
め
申
す
べ
し

と
組
中
の
者
申
し
候
。
少
し
も
別
心
ご
ざ
な
く
候
。
こ
れ

に
よ
り
御
宥
免
の
証
文
差
し
上
げ
候
」
と
申
し
、
返
上
致

し
候
由
、
こ
れ
へ
も
奇
特
な
る
取
り
斗
ら
い
と
て
御
褒
美

品
々
下
さ
れ
候
由
。 

〈
中
略
〉 

一
、
外ほ

か

の
組
手
代
よ
り
も
追
々
種
々
の
趣
意
申
し
上
げ
、
御 

宥
免
の
御
証
文
返
上
致
し
候
由
、
こ
れ
は
内
左
衛
門
・
三

七
な
ど
、
右
の
御
証
文
差
し
上
げ
候
も
、
定
め
て
品
々
御

褒
美
あ
る
べ
き
段
申
す
ゆ
え
、
こ
の
趣
き
を
見
聞
し
て
外

組
手
代
よ
り
も
差
し
上
げ
候
と
申
す
噂
に
候
。 

一
、
右
の
趣
意
に
て
返
上
致
し
候
御
証
文
、
皆
々
御
取
り
集 

め
な
さ
れ
、
早
々
江
戸
表
に
御
差
し
出
し
、
御
覧
に
入
れ

な
さ
れ
候
由
。 

（『
信
叢
』
八
頁
よ
り
） 

 

【
史
料
10
】
達
し
書
き
返
上
へ
の
動
き 

『
信
州
塩
尻
赤
羽
家 

元
禄
大
庄
屋
日
記
』 

一
、

同
（
十
月
）

廿
日
に
与く

み

中
じ
ゅ
う

庄
や

（
庄
屋
）

、
与く

み

頭
が
し
ら

、
長
百
姓
、
御
礼
に
松 

本
ヘ
下
り
申
し
候
。
御
代
官
へ
参
り
候
え
ば
、
御
郡
御
老

中
様
へ
参
り
候
様
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
間
、
丸
山
角
之
丞

（
出
川
組
組
手
代
）

殿
は
先
へ
出
で
下
さ
れ
、
そ
の
後
、
我
ら
・
両
人
よ
び
か

え
し
、「
弐
斗
五
升
挽
き
の
証
文
は
跡
に
居
残
り
候
も
の
願

い
に
つ
き
、
下
さ
れ
候
。
最
前
の
御
証
文
い
た
だ
き
一
人

も
出
で
申
さ
ず
候
と
手
形
ま
で
指
し
上
げ
、
後
の
御
証
文

頂
戴
仕
り
候
事
は
如
何

い

か

が

の
由
に
て
、
最
早
庄

し
ょ
う

内な
い

与ぐ
み

、
嶋し

ま

立だ
ち

与ぐ
み

は
返
し
候
間
、
そ
の
通
り
語
り
候
」
と
御
申
し
な
さ
れ

候
。 

も
っ
と
も
「
後
御
証
文
所
持
候
え
ば
、
い
た
ず
ら
も
の
に

な
り
候
」
と
申
し
立
て
候
。
そ
の
後
御
城
、
御
郡
へ
参
り

候
え
ど
も
、
御
礼
申
す
分
も
こ
れ
な
し
と
て
御
老
中
様
へ

は
参
ら
ず
候
。 

（『
赤
羽
』
二
八
七
頁
よ
り
） 

 【
史
料
11
】
首
謀
者
の
処
罰
へ 

「
郷
中
訴
詔
之
事
控
」 

一
、
十
一
月
に
相
成
り
、
江
戸
よ
り
殿
様
厳
し
き
御
差
し
図 

仰
せ
遣
わ
さ
れ
候
由
、
こ
の
度
訴
訟
に
徒
党
致
し
候
義
、

殿
様
甚
だ
御
耻
辱
御
心
外
に
思
し
召
さ
れ
候
由
、
仰
せ
越

さ
れ
候
。
御
達
し
書
き
左
の
通
り 

覚
え 

一
、
今
度
百
姓
ど
も
収
納
の
儀
に
つ
き
、
大
勢
城
下
へ
相
詰 

め
、
五
ヶ
条
の
願
い
書
き
付
け
差
し
出
し
候
ゆ
え
、
郡
奉

行
ど
も
方
よ
り
吟
味
の
上
、
申
し
付
け
べ
く
候
間
、
村
々

へ
罷
り
帰
る
べ
き
旨
、
事
を
わ
け
申
し
渡
し
候
え
ど
も
、
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承
引
致
さ
ず
、
十
月
十
四
日
よ
り
十
八
日
ま
で
日
々
罷
り

出
で
候
由
、
こ
れ
に
よ
り
非
文
の
訴
訟
と
い
え
ど
も
、
我

ら
当
主
ゆ
え
、
当
分
し
づ
め
た
め

（
マ
マ
）

、
年
寄
り
ど
も
方
よ
り

願
い
残
ら
ず
相
叶
う
べ
き
由
申
し
触
れ
、
村
々
へ
帰
し
候

由
、
委
細
江
戸
に
お
い
て
聞
き
届
け
候
事
。 

一
、
常
々
百
姓
ど
も
願
い
こ
れ
あ
ら
ば
、
役
人
ど
も
を
も
っ 

て
、
郡
奉
行
ど
も
方
へ
申
し
達
し
候
様
に
と
申
し
付
け
置

き
候
と
こ
ろ
、
代
官
下
役
ど
も
を
差
し
越
し
、
難
義
な
る

訴
訟
、
あ
ま
つ
さ
え 

公
儀
御
法
度
の
一
味
同
心
を
致
し
、

な
ら
び
に
同
心
仕
ら
ざ
る
村
々
へ
は
、
付
け
火
仕
る
べ
き

の
旨
申
し
触
れ
、
城
下
の
町
家
へ
入
り
、
我
が
ま
ま
を
い

た
し
、
衣
服
な
ど
を
ぬ
す
み
取
る
の
仕
方
、
重
罪
至
極
に

つ
い
て
、
せ
ん
ぎ

（

詮

議

）

の
上
、
と
う
り
ょ
う

（

棟

梁

・

頭

領

）

の
者
、
こ
の
度
仕

置
き
申
し
付
け
ら
れ
候
事
。 

一
、
今
度
書
き
出
し
候
五
ヶ
条
の
願
い
、
新
法
に
申
し
付
け 

候
儀
は
こ
れ
な
く
、
先
代
よ
り
あ
り
き
た
り
の
義
ど
も
申

し
出
で
候
に
つ
い
て
、
一
ヶ
条
も
差
し
ゆ
る
さ
ず
候
間
、

前
々
の
通
り
に
致
す
べ
く
候
。
我
ら
代
々
色
々
用よ

う

捨し
ゃ

を
加

え
、
あ
り
き
た
る
役
儀
な
ど
も
ゆ
る
し
候
と
こ
ろ
に
、
今

度
い
た
ず
ら
者
付
け
火
仕
る
べ
き
の
旨
、
申
し
触
れ
候
に

恐
れ
、
訴
訟
に
罷
り
出
で
候
段
、
不
届
き
に
候
。
重
ね
て

か
よ
う
の
義
候
わ
ば
、
そ
の
所
の
庄
屋
組
頭
ま
で
詮
議
の

上
、
吃き

っ

度と

曲く
せ

事ご
と

に
申
し
付
け
べ
く
候
事
。 

右
の
旨
、
在
々
百
姓
ど
も
に
申
し
渡
す
べ
き
も
の
な
り
。 

 
 

寅
十
一
月 

日 

御
印 

右
の
趣
き
、
江
戸
よ
り
山
上
図ず

書し
ょ

・
秋
本
源
五
兵
衛
を

も
っ
て 

仰
せ
出
だ
さ
れ
候
間
、
庄
屋
与く

み

頭
が
し
ら

小
百
姓
ま

で
申
し
渡
す
べ
く
候
。
以
上
。 

 

寅
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
主
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡
奉
行 

小
島
五
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

日
根
野
儀
兵
衛 

（『
信
叢
』
八
～
九
頁
よ
り
） 

    

【
史
料
12
】
民
権
と
「
義
民
」 

『
眞
篶
苅
信
濃
美
談
』 

（
本
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
に
従
っ
て
旧
仮
名 

遣
い
を
用
い
、
句
読
点
を
付
し
ま
し
た
。） 

眞み

篶す
ゝ

苅か
る

信し
な

濃の

美び

談だ
ん

序じ
ょ

言げ
ん 

民た
み

ハ
国く

に

の
本も

と

な
り
。
民た

み

富と
み

て
国く

に

貧ま
づ

し
き
ハ
あ
ら
ず
。
抑

そ
も
そ
も

国こ
く

君く
ん

の
大だ

い

幹か
ん

な
る
も
、
民み

ん

庶し
ょ

枝し

葉え
う

の
力

ち
か
ら

を
得え

さ
れ
バ
、
焉

い
か
で

乎か

能よ

く

茂も

樹じ
ゅ

の
繁は

ん

盛せ
い

を
見み

む
。
民た

み

を
撫な

ぶ

る
こ
と
君き

み

に
あ
り
。
国く

に

を
保

た
も
つ

こ
と
民た

み

に
あ
り
。

故
か
る
か
ゆ
へ

に
官

く
わ
ん

民み
ん

の
権け

ん

衡か
う

相あ
い

比ひ

し
て
富ふ

国こ
く

強
き
ゃ
う

兵へ
い

全
ま
っ
た

か
る
を
、
上か

み

は
下し

も

を
陵

り
ゃ
う

虐
ぎ
ゃ
く

し
、
苛か

政せ
い

民た
み

を
害

そ
こ
な

ふ
と
き

ん
ば
、
枝し

葉え
う

大だ
い

幹か
ん

を
乖か

い

離り

し
て
国こ

く

土ど

衰
お
と
ろ

ふ
。
此こ

の

理り

、
蓋け

だ

し
地ち

球き
う

上
じ
ゃ
う

一
円え

ん

の
通つ

う

義ぎ

に
し
て
、
古こ

今こ
ん

不ふ

変へ
ん

の
道み

ち

と
雖

い
へ
と

も
、
然し

か

る

も
我わ

が

従じ
う

前ぜ
ん

の
民み

ん

心し
ん

専せ
ん

政せ
い

の
下し

も

に
坐ざ

じ
、
其そ

の

奴ど

隷れ
い

に
甘あ

ま

ん
じ
、
卑ひ

屈く
つ

に
慣な

れ
、
曽か

つ

て
天て

ん

賦ぷ

の
自じ

由ゆ
う

を
活か

つ

動ど
う

す
る
を
惟お

も

は
ず
。
唯た

ゝ

に

尊そ
ん

王わ
う

の
意い

に
厚あ

つ

き
も
、
却か

へ

っ
て
愛あ

い

国こ
く

の
情

じ
ゃ
う

に
疎う

と

く
、
国こ

く

民み
ん

同ど
う

胞は
う

の
為た

め

に
自

み
づ
か

ら
欲ほ

っ

す
る
所

と
こ
ろ

を
演の

べ

ず
。
其そ

の

不ふ

可か

と
す
る
所

と
こ
ろ

も

唯い

々ゝ

諾だ
く

々だ
く

之こ
れ

命め
い

隨
し
た
が

ふ
者も

の

と
し
、
所い

わ

謂ゆ
る

啼な
く

児こ

と
地ぢ

頭と
う

の
俚り

諺げ
ん

に

安や
す

ん
じ
抽

ぬ
き
ん

出で

て
擅せ

ん

断だ
ん

苛か

酷こ
く

に
抗こ

う

じ
其そ

の

弊へ
い

害が
い

を
掃さ

う

攘
し
ゃ
う

す
る
の

気き

力
り
ょ
く

に
乏と

も

し
。
民み

ん

権け
ん

百
ひ
ゃ
く

家か

伝で
ん

に
曰

い
は
く

、「
今い

ま

夫そ
れ

代だ
い

議ぎ

の
政せ

い

論ろ
ん

を

唱と
な

へ
、
民み

ん

権け
ん

の
主し

ゅ

義ぎ

を
講こ

う

す
る
は
字じ

義ぎ

名め
い

称
し
ゃ
う

こ
そ
新

あ
ら
た

な
れ
、

其そ
の

意い

東と
う

西ざ
い

古こ

今こ
ん

の
別べ

つ

な
し
」
云し

か

々じ
か

と
。
羅ら

う

馬ま

古こ

代だ
い

の
ブ
ラ
タ

ス
・
バ
ブ
リ
ア
ス
の
如ご

と

き
共と

も

に
民み

ん

権け
ん

家か

の
巨き

ょ

擘へ
き

に
し
て
事こ

と

は

西せ
い

洋よ
う

紀き

元げ
ん

前ぜ
ん

に
あ
り
。
爾じ

後ご

紀き

元げ
ん

一
千
三
百
年ね

ん

代だ
い

の
初は

じ

め
英え

い

国こ
く

ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
グ
ト
ン
の
両

り
ゃ
う

俊
し
ゅ
ん

傑け
つ

あ
り
。
剛が

う

毅き

材さ
い

幹か
ん

共と
も

に
国こ

く

民み
ん

の
為た

め

に
奮ふ

ん

励れ
い

し
て
、
竟つ

ひ

に
英え

い

国こ
く

の
富ふ

強
き
ゃ
う

方は
う

今こ
ん

の
位ゐ

置ち

に
到い

た

る
偉ゐ

業
ぎ
ゃ
う

を
当そ

の

初か
み

に
興お

こ

せ
る
や
、
蓋け

だ

し
愛あ

い

国こ
く

の
嚆こ

う

矢し

と

い
は
ざ
る
を
得え

す
。
大だ

い

小せ
う

相あ
ひ

異
こ
と
な

る
も
身み

を
殺こ

ろ

し
仁じ

ん

を
成な

す
が

如ご
と

き
我わ

が

下し
も

総ふ
さ

州し
う

の
細さ

い

民み
ん

・
佐さ

倉く
ら

惣そ
う

五
郎ろ

う

即
す
な
は

ち
是こ

れ

な
り
。
之こ

れ

に

相あ
い

継つ
ぐ

の
義ぎ

民み
ん

信し
な

濃の

に
起お

こ

り
、
憂い

う

苦く

艱か
ん

難な
ん

膽き
も

を
嘗な

め

、
一
死し

を
畏お

そ

れ

ず
、
憤ふ

ん

然ぜ
ん

義ぎ

挙き
ょ

し
て
如し

終し
ゅ

撓た
ゆ

ま
ず
、
遂つ

ひ

に
吾わ

れ

人ひ
と

民み
ん

心し
ん

の
結け

っ

果く
わ

を

得え

た
る
其そ

の

事じ

蹟せ
き

歴れ
き

然ぜ
ん

と
し
て
口こ

う

碑ひ

に
伝つ

た

ふ
。
今い

ま

又ま
た

更さ
ら

に
刊か

ん

行こ
う

し
以も

っ

て
不ふ

朽き
う

に
垂た

れ

ん
と
す
。
渡わ

た

邊な
べ

文ぶ
ん

京け
う

此こ
れ

が
操さ

う

觚
に
任に

ん

し
全ぜ

ん

部ぶ

稿こ
う

成な

る
を
以も

っ

て
余よ

に
助じ

ょ

言げ
ん

を
需も

と

む
。
田た

毎ご
と

の
鏡

き
ゃ
う

月げ
つ

明め
い

々め
い

と

し
て
、
民み

ん

権け
ん

の
皎か

う

々か
う

た
る
に
反は

ん

射し
ゃ

す
る
や
信し

ん

陽や
う

の
名め

い

勝
し
ゃ
う

其そ
の

第た
い

一い
ち

に
算か

ぞ

ふ
も
可か

也な
り

。
以も

っ

て
簡か

ん

端た
ん

に
題だ

い

す
。 

于と
き

時に

明め
い

治ぢ

十
五
年
第
十
一
月
廿
八
日
東と

う

京け
い

い
ろ
は
新し

ん

聞ぶ
ん
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京
き
ゃ
う

文ふ
ん

社し
ゃ

の
長

ち
ゃ
う

老ら
う

、
玩

く
わ
ん

仏ぶ
つ

居こ

士じ

、
京

き
ゃ
う

橋ば
し

区く

本ほ
ん

材ざ
い

木も
く

町て
う

第だ
い

三

坊ぼ
う

の
草さ

う

盧ろ

・
仏ふ

つ

骨こ
つ

庵あ
ん

の
南な

ん

窓さ
う

に
採

ふ
で
を

毫と
る

。 

仮
名
垣
魯
文
卒
記 

（『
美
談
』） 

 

【
史
料
13
】
後
世
に
描
か
れ
た
加
助
の
人
物
像 

貞
享
義
烈
碑 

 
 
 

（
漢
文
を
読
み
下
し
て
あ
り
ま
す
。） 

大
政
維
新
と
な
り
、
万
国
を
洞と

う

覧ら
ん

し
て
長
を
取
り
短
を
補
い
、

時じ

運う
ん

に
変へ

ん

通つ
う

せ
ん
と
す
。
諸
県
皆
欧
洲
に
倣な

ら

い
て
国
会
を
開

か
ん
こ
と
を
冀き

望ぼ
う

す
。
是
に
於
い
て
自
由
民
権
の
論
紛ふ

ん

然ぜ
ん

と

し
て
興お

こ

る
。
我
が
信
安
筑
二
郡
の
志
士
に
し
て
義
を
慕
う
の

人
、
多
田
加
助
の
義
に
感
ず
る
あ
り
。
僉み

な

曰い
わ

く
、
民
権
の
宗

な
り
と
。 

加
助
は
安
曇
郡
中
萱
村
の
人
な
り
。
安
曇
郡
と
東
筑
摩
と
は
、

租
額
七
万
石
に
し
て
、
松
本
城
主
水
野
忠
直
の
藩
封
に
係
る
。

〈
中
略
〉 

嗚
呼
、
加
助
貞
享
の
藩
政
に
枉お

う

死し

し
て
、
明
治
の
昭
代
に
称

し
ょ
う

揚よ
う

せ
ら
れ
、
民
権
を
論
ず
る
も
者
の
宗
と
す
る
所
と
な
る
。
在ざ

い

天て
ん

の
魂
も
ま
た
も
っ
て
少
し
く
慰
め
ら
る
べ
し
。
二
郡
の
志

士
義
を
慕
い
て
措お

か
ず
。
そ
の
二
百
年
の
遠
忌
近
年
に
あ
り
。

故
に
ま
ず
余
が
文
を
招

し
ょ
う

魂こ
ん

社し
ゃ

の
地
に
刊か

ん

石せ
き

し
て
、
も
っ
て
不

朽
に
伝
え
ん
と
欲
す
。
余
固も

と

よ
り
謭せ

ん

劣れ
つ

な
れ
ば
豈あ

に

も
っ
て
そ

の
義
を
表
す
る
に
足
ら
ん
や
。
然し

か

れ
ど
も
加
助
の
烈
に
感
じ

て
年
あ
り
。
乃

す
な
わ

ち
そ
の
事
を
叙
し
て
も
っ
て
表
す
る
な
り
。

こ
れ
に
先
立
ち
好
事
あ
り
。
曲

き
ょ
く

院い
ん

本ほ
ん

を
な
し
、
加
助
の
伝
を

劇
場
に
演
ぜ
り
。
観
る
者
泣

き
ゅ
う

を
掩お

お

い
て
仰あ

お

ぐ
こ
と
能あ

た

わ
ざ
り

し
と
云い

う
。
今
余
が
文
は
人
を
し
て
泣
か
し
む
る
こ
と
能
わ

ず
と
雖

い
え
ど

も
、
世
の
志
士
義
人
、
或
い
は
こ
の
碑
を
読
み
て
加

助
の
烈
を
追
想
せ
ば
、
必
ず
涙
を
堕お

と

す
者
あ
ら
ん
。 

明
治
十
三
年
七
月 

 

岐
蘇
武
居
彪
撰
文 

中
林
和
書 

（
貞
享
義
民
記
念
館 

「
貞
享
義
民
旧
跡
巡
り2

0
1

6

」
配
布
資
料
よ
り
） 
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【
参
考
資
料
】 

『
南
安
口
碑
伝
説
集
』 

本
書
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
刊
行
。
信
濃
教
育
会
南
安

曇
部
会
が
郷
土
調
査
員
会
を
組
織
し
て
昭
和
四
年
五
月
か
ら

翌
年
二
月
ま
で
の
間
に
郡
内
の
口
碑
や
伝
説
を
収
集
し
た
。 

 

【
参
考
資
料
１
】 

熊
野
神
社 

明
盛
村
中
萱
に
あ
る
熊
野
神
社
は
軍
神
だ
と
言
ふ
。
明
治
丗

七
八
年
戦
役
に
際
し
て
、
郡
内
出
征
の
軍
人
等
当
社
に
冥
護

を
祈
つ
た
処
が
、
其
功
頗
る
顕
著
で
、
死
亡
し
た
も
の
は
な

か
つ
た
と
言
ふ
。〈
中
略
〉 

此
の
切
株
の
存
す
る
杉
の
大
樹
は
逆
杉
と
い
ふ
。
か
の
中
萱

加
助
が
勢
揃
ひ
を
し
て
、
こ
の
権
現
の
宮
で
首
途
の
祝
を
や

つ
た
。
其
際
に
加
助
が
こ
の
首
途
の
祝
と
し
て
、
こ
の
杉
を

逆
に
植
ゑ
て
も
芽
が
出
る
と
言
う
て
植
ゑ
た
の
が
成
長
し
た

の
で
、
そ
の
故
に
枝
は
何
れ
も
下
向
に
出
た
と
言
ふ
。
そ
の

杉
の
大
樹
は
周
囲
が
二
丈
も
あ
つ
た
が
、
後
慶
応
二
年
八
月

暴
風
の
為
に
倒
れ
て
、
現
在
は
そ
の
根
株
を
存
す
る
の
み
で

あ
る
。 

又
、 

嘉
助
が
刑
場
に
行
く
途
す
が
ら
と
樹
て
た
杖
の
根
が
、
そ
の

ま
ゝ
に
根
づ
い
て
、
そ
し
て
又
枯
れ
た
古
株
で
あ
る
と
言
ふ
。

（
「
日
本
伝
説
集
」
信
濃
の
巻
） 

『
南
安
口
碑
伝
説
集
』 

 

【
参
考
資
料
２
】 

加
助
の
墓 

明
盛
村
中
萱
の
加
助
神
社
の
社
殿
の
後
に
加
助
の
墓
石
が
あ

る
。
こ
の
墓
石
の
破
片
を
も
つ
て
お
守
り
に
す
る
時
に
は
九

死
に
一
生
の
願
事
が
か
な
ふ
と
言
ふ
。
又
瘧

お
こ
り

の
病
の
除
け
に

も
な
る
と
言
ふ
。
其
為
こ
の
墓
石
は
け
づ
ら
れ
て
大
分
こ
は

れ
て
ゐ
る
。 

又
こ
の
墓
地
の
砂
を
借
り
て
来
て
稲
田
に
撒
布
す
る
時
は
う．

ん
か
．
．
の
災
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
い
ひ
、
近
年
の
う
ん
か
退
治
に

も
諸
方
か
ら
来
つ
て
持
行
く
者
多
く
、
功
験
は
事
実
で
あ
る

と
言
は
れ
て
ゐ
る
。 

に
あ
る
熊
野
神
社
は
軍
神
だ
と
言
ふ
。
明
治
丗
七
八
年
戦
役

に
際
し
て
、
郡
内
出
征
の
軍
人
等
当
社
に
冥
護
を
祈
つ
た
処

が
、
其
功
頗
る
顕
著
で
、
死
亡
し
た
も
の
は
な
か
つ
た
と
言

ふ
。〈
中
略
〉 

 

【
参
考
資
料
３
】 

西
中
萱
の
観
音
堂 

明
盛
村
中
萱
に
観
音
堂
が
あ
る
。
こ
の
堂
の
側
に
直
径
三
尺

余
の
柏
樹
の
切
株
が
あ
る
。
こ
れ
は
中
萱
加
助
が
刑
せ
ら
れ

た
時
、
村
人
が
密
か
に
そ
の
遺
骸
を
沙す

な

原は
ら

墓
地
（
観
音
堂
附

近
）
に
葬
つ
た
の
で
、
そ
の
墓
標
と
し
て
柏
樹
を
植
ゑ
た
の

で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
の
供
養
と
し
て
堂
を
建
て
た
の
が
今

の
観
音
堂
で
あ
る
。
敷
地
も
約
二
十
坪
ば
か
り
で
あ
る
。
処

が
元
文
初
年
の
こ
と
、
こ
ゝ
か
ら
現
在
の
墓
地
に
移
し
て
し

ま
つ
た
の
で
あ
る
。
処
が
昔
か
ら
此
処
へ
鍬
鋤
を
触
れ
る
と

祟
る
と
言
は
れ
て
居
つ
た
。
こ
の
柏
樹
を
大
正
三
四
年
頃
西

中
萱
の
仲
間
で
某
に
売
却
し
て
、
飲
代
と
し
て
し
ま
つ
た
。

某
は
之
を
切
る
と
某
の
家
で
は
母
の
眼
が
つ
ぶ
れ
、
そ
の
子

供
に
は
不
具
者
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
又
松
本
の
殿

様
だ
つ
た
水
野
家
に
も
祟
り
を
な
し
た
こ
と
が
あ
り
、
水
野

家
で
は
そ
の
為
、
現
在
の
松
本
市
小
学
校
開
智
部
の
あ
る
地

の
乾
瑞
寺
（
明
治
維
新
に
廃
寺
と
な
る
）
に
位
牌
を
作
つ
て

供
養
し
た
と
言
ふ
。 

（ 
 
 

今
井
武
志
） 

  

 


