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表
紙
写
真
／
遊
行
寺
の
参
道
、
い
ろ
は
坂
。
境
内
に

は
第
ー
日
曜
と
第
4
土
曜
に
骨
董
市
が
立
つ
。
裏
表

紙
写
真
／
江
島
神
社
奥
津
宮
（
お
く
つ
の
み
や
）
で
。

クピ

膝

横浜銀行
善行出張所°

小
田
急
江
ノ
島
線

昔

切峙宗駄山迅涛の本堂。 132咋、遊行四

代の呑海（どんかい）上人が開基。左／浮世絵に

描かれた小栗判官（写真提供／高野修氏）。

お

ぐ

り

は

ん

が

ん

て

る

て

ひ
め

歌
舞
伎
て
知
ら
れ
る
小
栗
判
官
・
照
手
姫
の
物
語

は
藤
沢
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。

と
う
た
（
さ
ん
し
ず
ぼ
う
こ
う

じ

正
し
く
は
藤
沢
山
清
浄
光
寺
と
い
う

こ
の
遊
行
寺
の
本
堂
右
後
手
に
照
手
姫
が
尼
に

t
ょうし
:
9

い
ん

な
っ
て
暮
ら
し
た
と
い
う
長
生
院
が
あ
る
。

遊
行
寺
は
、

‘̀‘ ヵ

え
い
さ
4
う

照
姫
と
も
い
わ
れ
、
永
享

た
い
く
う
し
ィ
9
に
ん

き

え

元
年
（

一
囮
二
九
）
に
遊
行
寺
の
太
空
上
人
に
焔
依

て
い

は

っ

し

，
う
し
オ
ぅ
び
く
に

し
て
剃
髪
し
、
長
生
比
丘
尼
と
号
し
た
と
い
う
。

照
手
姫
は
、

照
天
姫
、

長
牛
院
の
本
煎
は
阿
弥
陀
如
来
坐
像
て
藤
原
時
代

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
作
て
あ
る
。
堂
内
に
は

え

ん

去

お
う

ぞ

う

お

ぐ

り

み

つ

し

げ

ぞ

う

閤
魔
王
像
、
小
栗
満
重
像
が
安
匿
さ

本
誼
と
共
に
、

れ
、
裏
手
に
は
小
栗
満
重
主
従
と
照
手
姫
の
蓼
と
伝

え
ら
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

物
語
の
舞
台
は
藤
沢

門江島神社
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右上／長生院の木尊、阿弥

陀如来坐像（写真提供／薄

井和男氏）。右下／小栗に土

車をつくってやった遊行寺

の太空上人僅甘干寺宝物館

頑）。左上//'a't魔玉像（長生

院蔵）。左下／端正な顔立ち

の4栗満重像（長生院蔵）。

し
ま
う
。

な
ら
ば
と
酒
宴
を
催
し
て
毒
涵
を
飲
ま
せ
、

小
栗
や
従
者
が
倒
れ
る
と
大
膳
は
小
栗
の
財
宝
を
奪

い
、
そ
の
死
体
を
上
野
ヶ
原
に
捨
て
た
。

そ
の
夜
遊
行
寺
の
太
空
上
人
は
、
夢
の
中
て
闇

魔
大
王
の
使
者
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
十
人
の

従
者
は
助
か
ら
な
い
が
小
栗
は
牛
き
か
え
ら
せ
る
。

早
く
熊
野
の
湯
に
や
れ
ば
全
快
す
る
と
書
い
て
あ
っ

た
。
夢
か
ら
さ
め
た
上
人
は
弟
子
を
や
っ
て
、
渦
重

を
連
れ
帰
っ
た
。
そ
し
て
車
を
つ
く
り
、
札
を
つ
け

く
ま

の
ほ
ん
ぐ
う

た
。
そ
れ
に
は
「
熊
野
本
宮
の
湯
に
送
る
病
夫
て
あ

る
。
こ
の
車
を
引
い
て

一
歩
歩
い
た
も
の
は
千
僧
供

く
ど
く

蓑
よ
り
も
功
徳
が
あ
る
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
道

行
く
人
々
が
次
々
に
綱
を
引
く
の
て
あ
っ
た
。

一
方
、
照
手
姫
は
満
庫
主
従
が
殺
さ
れ
た
の
て
、

世
を
は
か
な
み
武
州
金
沢
の
野
島
に
逃
れ
た
が
、
横

9
F

r

『|

小
栗
判
官
と
照
手
姫
の
物
語
の
原
形
は
、
室
町
時

代
の
こ
と
を
書
い
た
軍
記
『
鎌
倉
大
草
紙
』
に
見
ら

れ
る
。
そ
れ
を
元
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
生
ま
れ

お
ぐ
り
ウ
｝
さ
ス
ん
ぎ

『
小
栗
略
緑
起
』
て
は
、

長
生
院
に
伝
わ
る

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

応
永
年
間
（
室
町
中
期
）
、
常
陸
の
豪
族
小
栗
満
重

む

ほ

ん

か

卜ま
く
ら
く
ぼ
｀
9

は
謀
反
の
噂
に
よ
り
、
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
に
攻
め

ら
れ
遁
走
。
縁
者
を
頼
り
三
河
に
向
か
う
途
中
、
藤

よ
こ
や
ま
た
い
ぜ
ん

沢
て
盗
賊
と
も
知
ら
ず
横
山
大
膳
の
館
に
宿
を
求
め
、

ぎ
じ
ょ

そ
こ
て
大
膳
の
妓
女
の
照
手
姫
と
恋
仲
に
な
り
夫
婦

の
契
り
を
結
ぶ
。
こ
れ
を
知
っ
た
大
膳
は
小
栗
を
惰

お

に

か

げ

み
、
荒
馬
の
鬼
鹿
毛
に
食
い
殺
さ
せ
よ
う
と
計
り
乗

馬
を
す
す
め
る
が
、
小
栗
は
自
在
に
乗
り
こ
な
し
て

っ
J
`
`
P

、

f
ヵ

『
小
栗
略
縁
起
E

に
見
る
小
栗
伝
説

5
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~ 

~」iii

右
／
西
俣
野
の
伝
小
栗
塚
碑
。
最
近
ま
で
こ
ん

も
り
と
し
た
塚
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
。
左
／

西
俣
野
か
ら
遊
行
寺
方
面
に
広
が
る
道
場
ヶ
原
。

5

・

[i-1-4

音
の
加
護
に
よ
り
樵
師
に
助
け
ら
れ
、

山
の
部
下
に
探
し
出
さ
れ
川
に
投
げ
込
ま
れ
る
。
観

そ
の
家
に
身

を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

が
姫
の
美
貌
を
嫉
妬
し
て
、

そ
う
と
す
る
。

け
れ
ど
も
、
漁
師
の
妻

松
葉
を
燃
し
い
ぶ
り
殺

こ
の
と
き
も
観
音
の
助
け
て
事
な
き

を
得
た
。
し
か
し
、
漁
師
の
妻
は
姫
を
人
買
い
に
売

あ
お
は
か
し
＊
く

り
、
美
濃
の
青
墓
の
宿
ま
て
流
れ
る
こ
と
に
な
る
。

熊
野
の
湯
て
全
快
し
た
満
童
は
三
河
に
行
き
、

族
に
頼
ん
て
幕
府
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、

横
山
の
一
族
を
討
ち
、

に
感
謝
し
法
要
を
営
ん
だ
。

い
る
こ
と
を
知
り
、

一

疑
い
が
と
け
、

も
と
の
領
地
の
常
陸
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に

遊
行
寺
に
上
り
、

上
人
の
恩

ま
た
照
手
姫
が
美
濃
に

呼
び
戻
し
て
禄
を
与
え
た
。

満
重
は
応
永
―二
士

二
年

す

Ifし
げ

る
。
そ
の
子
助
重
が
家
を
継
ぎ
、

（
一
四
二
六）

右下~ 左下／元閤魔堂に残る小栗墓塔。江戸時代、小

栗人気はものすこ‘く、赤穂義士を描いた物語にも登場したという。

に
病
死
す

遊
行
寺
に
詣
て
て

亡
父
お
よ
び
十
勇
士
の
墓
を
八
徳
池
の
ほ
と
り
に
建

て
た
と
さ
れ
る
。
照
手
姫
は
出
家
し
て
長
生
院
に
住

え
こ
う

み、

地
蔵
と
観
音
の
像
を
安
置
し
朝
夕
の
回
向
を
怠

ら
ず
、
永
享
十
二
年
十
月
十
四

nに
往
生
し
た
。
一

説
に
は
、
永
享
六
年
に
長
生
院
を
造
立
し
た
と
い
う
。

藤
沢
に
は
、

史
跡
が
多
く
‘

小
栗
伝
説
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
名
・

訊
佑
に
は
い
知
叩
と
よ
ば
れ
る
塚

が
始
近
ま
て
残
っ
て
い
た
。中

よ
り
手
足
は
糸
の
ご
と
く

説
経
節

『お
ぐ
り
判
官
』
て
は
「
ふ
ぢ
さ
は
の
上

い
で
た
2

人
は
、
な
ん
ぼ
う
方
に
出
給
ふ
が
、
う
は
の
が
原
に
、

，
•
-し
め
し
た
ち
な

4貞

と
び
烏
の
わ
ら
う
声
を
聞
召
、
立
よ
り
み
給
へ
ば
小

栗
塚
が
三
つ
に
わ
れ
、

藤
沢
に
残
る
小
栗
伝
説
の
史
跡

7
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遊
行
寺
て
行
わ
れ
る
夏
、
恒
例
の
舞
台
。

説
教
節
「
お
ぐ
り
判
布
」
を
基
に
、
白
石
祉

が

さ

あ

み

氏
が
宮
き
下
ろ
し
ま
し
た
。
餓
鬼
阿
弥
の
姿

て

現

世

に
甦
っ
た
小
柴
。
そ
の
小
栗
の
釆

る
上
市
を
夫
と
も
知
ら
ず
、
夫
の
供
蓑
に
と

引
く
照
手
。
や
が
て
照
手
の
渚
ら
か
な
心
が

い
や

小
匹手
を
癒
す
こ
と
に
。
写
真
一
、
夫
の
往
生

を
隙
う
照
手
。
二
、
鬼
鹿
毛
を
釆
り
こ
な
す

小
栗
に
差
く
横
山

一
族
。
三
、
照
手
は
小
栗

に
父
、
横
111大
膳
の
館
に
行
か
な
い
よ
う
懇

顛
。
四、

土
車
を
引
く
照
手。

万
｀
謀
ら
れ

た
H
の
こ
と
を
思
い
出
す
小
粟
。そ
し
て
、人

は
仏
の
前
て
は
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
る。

逸
打
か
ぶ
き

【
小
栗
判
官
と
照
手
姫
愛
の
奇
蹟

u

小
栗
判
官
照
手
姫
縁
起
絵
巻
の
部
分

（花
応
院
蔵
・
写
真
提
供
／
高
野
修
氏
）。

じ

団
I' 

四

るモ
ー
ー
r

ぃヽ

,
9

ぶャ`ト＼
し~

[

-1
 

―-^
 

，息
屑

l

に
て
、

さ
ら

腹
は
ま
り
の
や
う
な
る
餓
鬼
一
人
あ
り
」
と

あ
る
。
こ
の
小
栗
塚
は
、
遊
行
寺
と
の
関
係
を
無
視

ど
う
C
ょ
9

が

は
ら

し
て
は
あ
り
え
な
い
。
西
俣
野
付
近
に
は
道
場
ヶ
原

ど
う
じ
ょう
ざ
か

や
道
場
坂
の
地
名
が
あ
る
。

遊
行
寺
は
藤
沢
道
場
と
い
い
、
時
衆
が
定
住
し
た

お
堂
を
道
場
と
称
す
る
の
て
、
西
俣
野
や
束
俣
野
の

周
辺
に
逍
場
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、
西
俣
野
か
ら
遊
行
寺
の
間
に
広
が

っ
て
い
た
原

野
を
道
場
ヶ
原
と
呼
び
、
東
俣
野
か
ら
遊
行
守
へ
の

坂
に
道
場
坂
の
地
名
が
付
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
遊
行
寺
と
は
無
緑
て
は
な
い
。

西
俣
野
の
道
場
ヶ
原
は
、
小
栗
塚
の
う
は
の
原
の

近
く
て
あ
っ
て
、
藤
沢
の
上
人
が
、
加
加
に
出
か
け
、

う
わ
の
原
て
小
栗
の
餓
鬼
に
出
会
う
と
い
う
場
面
は
、

史
実
か
ら
み
て
、
無
理
の
な
い
設
定
て
あ
る
。

堂
の
あ
っ
た
地
に
は
、

に
、
小
栗
が
横
山
の
酒
宴
に
招
か
れ
て
荒
馬
鬼
鹿
毛

ま
た

の

ハ・
ぇ
う

に
乗
っ
た
話
は
、
俣
野
町
（
横
浜
市
戸
塚
区
）
に
鬼

鹿
毛
の
地
名
が
残
る
。
か
っ
て
武
蔵
・
相
模
に
お
け

る
横
山
党
は
中
央
に
お
い
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
辺
は
そ
の
横
山
党
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
い
う
。

西
俣
野
に
は
、
閻
魔
堂
が
あ

っ
た
が
、
幕
末
に
火

災
に
よ
り
廃
堂
に
な
っ

て
し
ま
い
、
閻
魔
像
は
近
く

か

お
う

い
ん

の
花
応
院
に
移
さ
れ
て
い
る
。
閻
魔
堂
が
い
つ
建
て

ら
れ
た
も
の
て
あ
る
か
は
不
明
て
あ
る
。

今、

閻
廃

小
栗
器
塔
が
建

っ
て
い
る
。

遊
行
寺
（
藤
沢
市
西
富
）

J
R
恵
海
道
本
線
・

小
田
急
江

ノ
島
線
「
藤
沢
駅
」
下
車
、
徒
歩
1
5
分

花
応
院
（
藤
沢
市
西
俣
野
）
小
田
急
江
ノ
島
線
、
相
模
鉄

道
い
ず
み
野
線
、
横
浜
市
営
地
下
鉄

「湘
南
台
駅
」
か
ら
ド
リ
ー

ム
ラ
ン
ド
行
き
パ
ス
「
西
俣
野
」

パ
ス
停
下
車
、
徒
歩
3
分

，
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上／白旗神社社殿。義経と寒川比古命を祭る。右／江

の島付近てう局巻く波。義経の首は片瀬の浜に捨てられ、

それが潮に乗り境川をさかのぽったという説もある。

ゆ

だ

て

か

ぐ

ら

し
ら
は
た

湯
立
神
楽
て
知
ら
れ
る
白
旗
神
社
は
、

雙
雇
府
の
記
録

義
経
の
首
を
鎌
倉
に
送
っ
た
。
高
平
は
、

に
許
き
、

首
実
検
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

何
も
語
っ
て
は
い
な
い
。

義
経
ゆ
か
り
の
白
旗
神
社

し
か
し
、

鎌
倉
将
軍

源
頼
朝
の
弟
義
経
を
祭
っ
た
神
社
と
し
て
知
ら
れ
て

さ
け
い
ざ
ん

い
る
。
こ
の
神
社
は
屯
形
山
と
い
い
、

古
く
は
相
模

さ
む
か
わ
ひ

こ

の
を

e

一
の
宮
の
寒
川
比
古
命
を
祭
っ
て
い
た
と
い
う
。

あ
ず
ま
か
が
ん

r
吾
妻
鏡
」
に
よ
れ
ば
、
義
経

ぶ
ん

じ

文
治
五
年
四
月
三
十
日、

10

は
兄
頼
朝
の
勘
気
を
う
け
、

ぇ
し
が
わ

奥
州
衣
川
の
館
に
お
い
て
自
害
し
た
。
同
年
六
月
十

に
っ
た
の
か
じ
ゃ
た
か
ひ
ら

三
H
、
奥
州
よ
り
新
田
冠
者
高
平
を
使
い
と
し
て
、

こ
し
ご
え

腰
越
の
宿

そ
こ
て
和
田
義
盛
・
梶
原
景
時
に
よ

っ
て

そ
の
後
こ

の
首
が
ど
の
よ
う
に
処
沿
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

ぶ
ん
せ
い

お

が
わ
た
い
ど
う

文
政
士
二
年

(
-
八
三
0
)
に
藤
沢
の
小
川
泰
堂

が
書
い
た

『我
が
住
む
里
』
に
は
義
経
の
首
塚
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

あ
る

n
‘藤
沢
の
川
辺
（
境
川
）

に
金
色
の
亀
が

こ
う
ら

泥
に
そ
ま
っ
た
首
を
、
甲
羅
に
負
っ
て
出
て
来
た
。

里
人
が
お
ど
ろ
い
て
怪
し
ん
て
い
る
と
、
か
た
わ
ら

に
い
た
畜
字
が
、
た
ち
ま
ち
に
狂
気
の
ご
と
く
肘
を

張
り
、
「
わ
れ
は
源
義
経
な
り
、
薄
命
に
し
て
ざ
ん
名

の
粛
舌
に
か
か
り
、
身
は
奥
州
の
高
館
の
露
と
消
え

る
の
み
な
ら
ず
、
首
を
さ
え
捨
て
ら
れ
て
、
そ
の
う

と
む

ら
み
や
る
か
た
な
し
、
汝
等
よ
き
に
弔
ら
い
く
れ

ょ
」
と
い
い
終
わ
っ
て
倒
れ
た
。
人
々
は
お
そ
れ
て
、

こ
れ
を
塚
と
し
た
と
あ
る
こ
れ
が
首
塚
て
あ
り
、

の
ち
に
酋
塚
の
北
の
山
上
に
社
を
常
ま
れ
た
の
が
白

旗
神
社
て
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
白
旗
神
社
の
以

11 
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右／弁炭颯 下／弁慶塚の

ある公園 弁慶ゆかりの史

蹂は義経を見守るような位

置にあることが多い。

弁
炭
塚
と
義
経
行
洗
井
戸

1

1

り
、
r

藝

ぞ 、

腰越の海。八百年前はどんな色をしていたのだろうか。

前
に
、
す
て
に
寒
川
神
社
の
末
社
が
あ
っ
た
と
い
う

記
録
も
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
こ
の
末
社
が
の
ち
に

白
旗
神
社
と
し
て
発
展
し
た
の
て
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

義
経
と
い
え
ば
弁
慶
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
二
人
の

関
係
は
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
て
あ
る
が
、

そ
の
弁
慶
の
首
塚
も
藤
沢
市
南
消
防
署
本
町
出
張
所

じょ
う
こ
う

じ

の
近
く
に
あ
る
常
光
寺
裂
手
の
児
童
遊
固
地
の
石
段

の
上
に
釦
座
し
て
い
る
。
碑
面
は
摩
滅
し
て
い
る
が、

「弁
炭
塚
」
と
判
読
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
こ
れ
を
八

王
子
社
と
呼
ん
て
い
る
。

さ
い
び
か
ん

道
順
は
済
美
館
の
左
側
の
路
地
を
入
っ
て
行
く
と
、

左
に
児
敵
公
園
が
あ
る
。
こ
こ
が
か
っ
て
八
王
子
社

白
旗
神
社
（
藤
沢
市
藤
沢
）

小
田
急
江
ノ
島
線
「
藤
沢
本
町
駅
」
下
車
、
徒
歩
5
分

• 

が
建
立
さ
れ
て
い
た
跡
て
あ
ろ
う
。
そ
の
広
場
の
上

こ
う
し
ん
と
う

が
近
在
の
庚
申
塔
を
集
め
た
場
所
て
、
そ
の
中
に
忘

れ
ら
れ
た
よ
う
に
「
弁
慶
塚
」
の
碑
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
何
の
説
明
も
な
い
。

史
蹟
が
人
々
か
ら
忘
却
さ
れ

て
し
ま
う
の
は
忍
ぴ
な
い
。
そ
れ
が
民
俗
伝
承
て
あ

っ
た
と
し
て
も
、
な
に
か
弁
慶
に
対
し
て
片
手
落
ち

の
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
僻

H
て
あ
ろ
う
か
。

近
く
に
は
「
義
経
首
洗
井
戸
」
が
残
る
。
こ
れ
は

文
治
五
年
に
首
実
検
が
行
わ
れ
た
際
、
義
経
の
首
を

洗
い
治
め
た
井
戸
だ
と
い
う
が
、
首
実
検
が
行
わ
れ

た
の
は
腰
越
て
あ
り
む
し
ろ
、
小
川
泰
堂
説
に
よ
る
、

泥
に
そ
ま

っ
た
首
を
洗
っ
た
井
戸
だ
と
解
釈
し
た
方

が
よ
い
の
て
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
旗
神
社
の
社
殿
は
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
宝
歴
二

年
（
一

七
五
二
）
に
再
建
さ
れ
、

111坂
戸
町
総
鎮
守
と

こ
こ
に
は
伝
承
と
ロ

マ

ぶ
ん
せ
い

な
り
口
旗
神
社
と
称
し
た
。
文
政
三
年
（

一
八
二
〇）

火
災
に
あ
い
、
天
保
六
年
（
一

八
三
五
）
再
建
、
昭
和

五
十
六
年
に
、
大
改
修
が
行
わ
れ
て

い
る
。

平
成
十

一
朋
ハ
月
士
二
H
に
は
「
源
義
経
公
鎖
霊

祭
」
が
、
白
旗
神
社
氏
子
総
代
並
び
に
関
係
者
と
宮

く
り
こ
3
ま
ち

城
県
栗
駒
町
地
元
有
志
代
表
者
に
よ

っ
て
営
ま
れ
た。

義
経
の
首
は
白
旗
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
が
、

体
は

た
ま
っ
ち

栗
駒
111
の
麓
に
祭
ら
れ
て
お
り
、
双
方
の
魂
上
を
合

わ
せ
供
養
し
た
の
て
あ
る
。

鎮
霊
碑
を
建
立
し
、
こ

の
日
に
除
麻
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

義
経
死
し
て
八
百
十
年、

ン
が
今
も
生
き
て

い
る。

13 12 
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右上／境内に立つ日蓮上人像3右下／瀧口の刑場跡碑）

毎年、 9月12日には、龍の口法難会が開かれる。左上

／山頂の仏舎利塔。左下／山頂から見た片瀬の眺め。
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.~ 左
／
龍
口
寺
の
五
望
塔
。
山
門
、
本
堂
は

江
戸
時
代
の
建
造
物
。
境
内
で
は
、
毎
月

第
3
日
曜
に
丹
整
市
が
開
か
れ
て
い
る
。

|

_

 

り
っ

し
上
う
あ
ん
こ
く
ろ
ん

歪
正
安
国
論
』
を
再
度
幕
府
に
提
出
し
た
こ
と
や
、

信
者
の
活
動
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

H
蓮

ぶ
ん
え
い

ら
に
対
す
る
迫
害
は
強
ま
り
、
文
永
八
年
（

―
二
七

に

ち

れ

ん

る

ざ

い

一
）
九
月
、
日
蓮
は
捕
え
ら
れ
、
佐
渡
流
罪
を
言
い

渡
さ
れ
た
。
流
罪
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
実
は
、
夜

吝
[
•
い
ご
そ
た
いら
の
よ
り

つ
な

険
に
乗
じ
て
護
送
の
途
中
、
侍
所
平
頼
綱
が
鎌
倉

た
つ
の
く
ち

の
町
は
ず
れ
の
龍

uて
処
刑
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

龍
口
に
さ
し
か
か
り
、
ま
さ
に
首
を
浴
と
そ
う
と
し

た
そ
の
瞬
開
、
対
岸
の
江
の
島
か
ら
光
る
も
の
が
現

た

ち

と

れ
、
太
刀
取
り
の

H
は
く
ら
み
、
警
護
の
兵
士
た
ち

は
逃
げ
ま
ど
う
大
混
乱
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
日
蓮
は
あ
や
う
＜

一
命
を
と
り
と
め
、
佐
渡
ヘ

ぢ
8

く
ち

ほ

う
な
ん

流
罪
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
龍
口
の
法
難
と
い
わ
れ
る

伝
承
て
あ
る
。

こ
の
光
も
の
に
つ

い
て
、
藤
沢
宿
出

身
の
小
川
泰
堂
は
雷
て
あ
ろ
う
と
そ
の
著

『H
蓮
大

士
呉
実
伝
』
て
解
説
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
死
罪
を
免
れ
流
罪
に
な
っ
た
の
は
、

み
だ
い
ど
―]^

執
権
北
条
時
宗
の
御
台
所
の
懐
妊
に
こ
と
寄
せ
て
、

慕
府
内
の
且
辿
支
持
者
が
働
き
か
け
た
結
果
て
あ
ろ

う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

H
辿
の
龍
日
の
法
難
の
刑
場
跡
に
は
、
延
元
―一
年

（
一
三
三
七）

弟
イ
の
日
法
に
よ
っ
て
、
龍
口
寺
が

建
て
ら
れ
た
。

境
内
に
は
神
奈
川
県
て
最
も
古
い
ケ
ヤ
キ
造
り
の

五
重
塔
が
そ
び
え
、
山
項
に
は
法
難
七
百
年
を
記
念

ぶ
っ
し
ゃ

り

と
う

し
て
造
ら
れ
た
仏
舎
利
塔
が
建
っ
て
い
る
。

龍
口
寺
（
藤
沢
市
片
瀬
）

江
ノ
島
電
鉄

「江
ノ
島
駅
」
・
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル

7

湘
南
江
の
島

駅
」
下
車
、
徒
歩
1
分
。
小
田
急
江
ノ
島
線
「
片
瀬
江
ノ
島
駅
」
下

車
、
徒
歩
7
分
。

―
-
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監
修
・
文
高
野
修
（
た
か
の
お
さ
む
）
／
昭
和
十
年

福
島
県
生
ま
れ
。
元
・
藤
沢
市
文
書
館
館
長
。
古

文
書
の
研
究
、
保
存
に
力
を
注
ぐ
。
現
在
、
時
宗

宗
学
林
及
び
学
習
院
大
学
講
師
。
著
書
に
r遊
行
・

藤
沢
歴
代
上
人
史
ー
時
宗
七
百
年
史
（
共
著
）
」
、

「
地
域
文
書
館
論
」
な
ど
が
あ
る
。
藤
沢
市
在
住
。

稚児が淵。この先には龍伝説の伝わる江の島岩屋がある。

上
／
「
江
島
縁
起
絵
巻
」
（
岩
本
楼
蔵

・
写
真
提
供
／
藤

沢
市
文
書
館
）
c

下
右
／
江
島
神
社
辺
津
宮
（
へ
つ
の
み

や）
。
下
左
／
よ
く
知
ら
れ
る
江
の
島
の
女
神
、
裸
弁
才

天
。
（
写
真
提
供
／
江
島
神
社
）
。

憂
日

l1 
P一

え
の
し
ま
え
ん

ざ

江
島
緑
起
は
岩
本
院
（
現
・
岩
本
楼
）
の
宝
物
と
し

て
伝
来
し
、

あ
り
、

天
地
の
は
じ
ま
り
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

ふ
か
さ
わ

江
の
島
誕
生
以
前
よ
り
深
沢
（
鎌
含
）
に
湖
水
が

ご

と
う
い
っ
し
ん

こ
こ
に
五
頭

一
身
の
龍
王
が
住
み
、

の
間

七
百
年

さ
ん
め
い

付
近
に
悪
事
（
災
害
）
を
な
し
て
い
た
。
欽
明

天
皇
十
三
年

め
い
ど
う

地
が
嗅
動
し
、

（五
Ji
二
）
四
月
十
三
日
か
ら
日
夜
大

べ
ん
ざ
い
て
ん
に
ょ

湖
水
上
に
弁
才
天
女
が
出
現
し
、
海

上
に
新
島
（
江
島
）
が
現
わ
れ
、
弁
才
天
女
は
こ
の

こ
う

り

ん

び

ぼ
っ

新
島
に
降
臨
し
た
。
龍
王
は
弁
オ
天
女
の
美
貌
に
恋

慕
の
情
を
生
じ
、

島
に
泳
ぎ
渡
る
が
、

龍
王
の
悪
事
を
非
難
し
、

弁
才
天
女
は

悪
事
を
や
め
れ
ば
願
い
を

ほ
つ
が
ん

聞
き
入
れ
る
と
約
束
す
る
。
龍
王
は
発
願
し
て
悪
業

ヮ
e
9
こ
う
ざ
ん

を
止
め
て
対
岸
に
龍
日
山
と
い
う
山
に
な
り
、

天
女
は
江
島
明
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
れ
よ
り
後
、

弁
オ

え
ん

伊
豆
の
大
島
に
配
流
さ
れ
た
役
の

行
者
が
、
北
方
に
紫
雲
た
な
び
く
島
を
見
つ
け
、
そ

の
烏
に
渡
り
、
金
窟
て
祈
願
し
て
い
る
と
、
弁
才
天

女
が
現
わ
れ
た
と
記
す
。
さ
ら
に
縁
起
は
、
江
島
明

神
の
徳
に
よ

っ
て
、
如
記
．
甲
罰
．
如
国
高
．
叩
に

．

安
然
ら
の
来
島
及
び
弁
才
天
へ
の
供
養
を
述
べ
、
仁

甕

二
年
（
八
五
三
）
よ
り
社
殿
（
上
之
宮
・

下
之
宮
）

せ
ん
ぐ
う

等
が
創
建
・
遷
宮
さ
れ
る
過
程
を
描
い
て
い
る

こ
の
江
島
縁
起
は
、
龍
王
が
悪
事
を

一
切
止
め
て

神
仏
に
帰
依
す
る
な
ら
頻
い
を
聞
き
入
れ
る
と
い
う

伝
承
て
、
宗
教
説
話
に
は
よ
く
み
ら
れ
る
。
江
戸
時
代

せ
っ
ぶ
ん

末
期
の
伝
承
に
は
、
弁
才
天
女
に
接
吻
し
た
ら
死
ぬ

ま
て
芳
香
が
漂
っ
て
い
た
と
の
話
も
あ
っ
た
と
い
う
。

江
島
神
社
（
藤
沢
市
江
の
島
）

小
田
急
江
ノ
島
線
「
片
瀬
江
ノ
島
駅
」
下
車
、
徒
歩
1
分

17 16 
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闘
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
主
催
の

商
業
従
業
者
海
外
派
造
団
に
参
加
し
、
平
成

五
年
に
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
を
視
察
し
て
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
当
店
の
近
く
に
、
デ
ィ
ス
カ
ウ

ン
ト
ス
ト
ア
が
て
き
始
め
、
生
き
残
り
策
を

模
索
し
て
い
た
と
き
て
、
大
変
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。

視
察
て
、
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
オ
ラ
ン

ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
る
カ
ユ
ペ
ル
と

い
う
、
賞
金
属
と
時
計
を
扱
う
お
店
て
す
。

商
店
街
に
あ
る
一
般
小
売
り
店
て
、
業
種
は

地
域
に
役
立
つ
滴
店
へ

上／前身は酒店であるだけに、酒類の品ぞろえには気を配っているという石垣さん。中

上／石垣さんの店のある中央通り商店街。中下／視察中、派遣団のメンバーと。三つ星

レストランでのデイナーも用意され、 ヨーロッ＇パ文化を知る上でよい経験になったとい

う。下右／商品管理はパソコンで。下左／ベルサイユ宮殿の前で、団員一同で記念撮影。

`― —ヽ,------m- r, , 、エ ー

違
い
ま
す
が
、

じ
ま
し
た
。

私
の
仕
事
に
近
い
も
の
を
感

店
内
は
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
に
ま
と

め
ら
れ
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
第

一
に
考

え
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

販
売
面
て
も
、
例
え
ば
指
輪
な
ど
は
、
若

者
に
は
身
分
相
応
の
小
さ
め
て
比
較
的
値
の

張
ら
な
い
も
の
を
す
す
め
、
そ
の
方
が
年
齢

を
重
ね
て
、
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
も
の
を
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
以
前
販
売
し
た

も
の
を
買
い
取
り
、
新
し
い
指
給
を
購
入
し

て
い
た
だ
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い

ま
し
た
。

そ
し
て
、
店
の
フ
ァ
ン
づ
く
り
の
た
め
、

ぬ
い
ぐ
る
み
の

直
接
商
売
に
は
関
係
な
い
、

修
理
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

地
域
と
長
く
付
き
合

っ
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
深
く
根
を
張

っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
て
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
の
店
も
地
域
に
根
ざ
し
た
店
て
あ
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
の
て
こ
の
姿
勢
に
は

学
ぶ
こ
と
が
多
か

っ
た
て
す
。

思
案
の
末
、
私
は
店
を
酒
屋
か
ら
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

―
つ
に
は
、

今
ま
て
な
じ
み
の
な
か
っ
た
ぉ

客
さ
ま
に
も
、
親
し
ん
て
い
た
だ
き
た
か
っ

た
か
ら
て
す
。
て
も
、
一
方
て
昔
と
変
わ
り

な
く
、
お
酒
の
配
達
サ
ー
、
ビ
ス
は
続
け
て
い
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右上・下／農村の雰囲気を残した長屋門公国月 1回落語会が開かれています。火曜・

金穀み0 9時から 17時まで。左上／約1組もの面積がある瀬谷市民の森左中／三ツ

諏から徒歩l吟郊巽封にあるアシェンダ乗馬学校3レッスン付きの体験乗馬は8000

円 (45分）です。 鉛昭和~o 左下／三ツ境駅前にある櫛丘銀行三ッ境支店。 ‘ 
昨
年
「
M
カ
ー
ド
」
と
い
う
ボ
イ

ン
ト
カ
ー
ド
を
、
三
ツ
境
の
商
店
街
て
協
力

し
て
つ
く
り
ま
し
た
。
私
の
店
の
あ
る
中
央

通
り
、
及
ぴ
協
同
組
合
、
駅
前
、
富
士
見
通

り
、
こ
と
ぶ
き
の
五
つ
の
商
店
街
の
加
盟
店

て
、
お
買
い
物
を
し
て
い
た
だ
く
と
百
円
て

＇
一
ポ
イ
ン
ト
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
ポ
イ
ン

ト
が
た
ま
る
と
、
加
盟
店
て
の
お
買
い
物
に

お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

地
域
に
あ
る
店
て
あ
り
、
商
店
街
て
す
か

ら
、
地
域
の
お
客
さ
ま
を
大
切
に
し
、
地
域

に
役
立
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

が
こ
れ
か
ら
地
域
の
商
店
街
が
生
き
残
っ
て

い
く
道
だ
と
思
う
ん
て
す
ね
。

ワ
イ
ン

一

色
。
ビ
ー
ル
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
な
く
、

国
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
好
み
が
違
う
も
の
か

と
證
き
ま
し
た
。

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
入
る
と
、

ま
た
、

ま
す
。

ビ
ー
ル
の
国
、
ワ
イ
ン
の
国

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
お
酒
の
お
国
柄
て

す
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
て
は

ビ
ー
ル
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。

ビ
ー
ル
と
い
う
と
、
ド
イ
ツ
が
す
ぐ
に
思

い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
、
ビ
ー
ル
の

種
類
が
多
い
の
は
ベ
ル
ギ
ー
‘
て
す
。
六
十

ー
七
十
種
類
は
あ
り
、
カ
シ
ス
や
黄
イ
チ
、
‘
コ

な
ど
を
漬
け
た
カ
ク
テ
ル
風
味
の
も
の
も
あ

り
ま
す
。

三
ツ
境
は
、
横
浜
駅
ま
て
電
車
て
二
十
分

の
便
利
な
と
こ
ろ
て
す
が
、
そ
の
割
に
町
に

は
緑
が
多
く
、
尊
ら
し
や
す
い
と
こ
ろ
て
す
。

お
西
め
ス
ボ
ッ
ト
と
し
て
は
、
森
を
そ
の

ま
ま
公
園
に
し
た
よ
う
な
瀬
谷
市
民
の
森
や
、

懐
か
し
い

H
本
の
雰
囲
気
が
残
る
長
屋
門
公

園
が
あ
り
ま
す
。

長
屋
門
公
園
は
そ
の
名
の
通
り
、
大
き
な

長
屋
門
と
古
民
家
が
あ
る
公
園
て
、
季
節
に

合
わ
せ
て
年
中
行
事
の
飾
り
付
け
を
を
し
て

お
り
、
日
本
情
緒
に
親
し
む
こ
と
が
て
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
一
度
足
を
運
ん
て
い
た
だ
き
た

い
と
こ
ろ
て
す
。

（談）

石
垣
宏
之
●
昭
和
四
十
二
年
、
横
浜
市
生
ま
れ
。
酒
店
か
ら
コ

ン
ピ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
ヘ
の
展
開
を
決
浙
。
現
在
は
店
長
と
し

て
、
腕
を
振
る
う
。

※
向
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
で
は
、
事
業
の

―
つ
の
柱

と
し
て
平
成
元
年
よ
り
神
奈
川
県
の
商
業
従
業
者
の
方
を
対
象

に
「
神
奈
川
県
商
業
従
業
者
海
外
派
造
車
業
」
を
主
催
。
海
外

の
商
業
文
化
な
視
察
す
る
機
会
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

の
ど
か
さ
の
残
る
町
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年金

マイウェイプラザ

コ
ン
サ
ー
ト

は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ

三
枝
成
彰
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

佐
藤
美
枝
子
ソ
プ
ラ
J
コ
ン
サ
ー
ト

一
九
几
八
年
の
第
十
一
回
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
国
際

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
声
楽
部
門
第

一
位
に
師
く
ソ
プ
ラ
ノ

佐
藤
美
枝
子
さ
ん
の
歌
声
を
、

三
枝
成
彰
さ
ん
の

お
話
し
を
交
え
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

u

時
•

1
2月
7

日

g

午
後
6

時
3
0分
開
演

会
場
●

は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ

出
濱

●

佐
藤
美
枝
子
（
ソ
プ
ラ
ノ
）

久
遮
之
宜
（
ビ
ア
ノ
）

三
枝
成
彰
（
お
話）

人
場
料

●

3
5
0
0円
〔
9
月
11
日
出
よ
り
各
プ
レ
イ

ガ
イ
ド
に
て
発
売
開
始
〕

お
問
い
合
わ
せ
●

ヴ
ィ
ア

マ
ー
レ
ホ
ー
ル
事
務
室

6
0
4
5
(
2
2
5
)
2
1
7
3
 

〈は
ま
ぎ
ん
か
ら
の
お
知
ら
せ
〉

「
年
金
」
電
話
相
談
サ
ー
ビ
ス

の
ご
案
内
（
無
料
）

年
金
制
度
や
年
金
請
求
の
手
続
き
方
法
な
ど
、
年
金

に
関
す
る
疑
問
に
何
て
も
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

お
気
軽
に
お
屯
話
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

J

I

i

-

．
 

な
お
、
毎
週
三
回
実
施
し
て

い
る
「
年
金
教
奎
」
の

お
申
し
込
み
も
承
り
ま
す
。

ま
た
、
年
金
に
関
連
し
た
雇
用
保
険
制
度
、
健
康
保

険
制
度
に
つ

い
て
の
ご
相
談
も
お
受
け
て
き
ま
す
。

●
〈
は
ま
ぎ
ん
〉
年
金
デ
ス
ク

ダ

イ

ヤ

ん

9

.

.

 リ
パ

ン

，

-
g
0
1
2
0
(
3
3
4
)
0
8
9
 

●
相
談
受
付
＂

毎
日
。
（
た
だ
し
、
祝
日
、

12月
31LI
ー

1
月

3
日
、

5
月

3
日
1
5
日
は
休
業
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

●
相
談
受
付
時
間

9
時
ー
17時

「
わ
た
し
が
受
け
た
地
獄
の
苦
し
み
、
そ
の
罰

の
あ
り
か
と
も
い
う
べ
き
罪
を
さ
が
し
て
の
ゎ

た
し
の
旅
だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
も
の
は
元
々
ど

こ
に
も
あ
り
は
し
な
か

っ
た
の
だ
。
こ
の
lltに

罪
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
人
は
す
て
に
仏
の

絞
い
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
」

小
萩
の
献
身
的
な
愛
梢
と
介
護
‘
て
党
組
し
た
時

に
絶
叫
す
る
小
栗
判
宮
の
言
葉
。

白
石
征
作
・
演
出
に
よ
る
「
小
栗
判
官
と
照

手
姫
ー
愛
の
奇
睛
ー
」
は
中
世
以
来
の
説
教
節

を
再
現
す
る
も
の
て
、
現
代
に
兄
事
に
甦
っ
た

遊
行
か
ぶ
き
て
あ
る
。

一
追
土
人
ゆ
か
り
の
藤
沢
市
の
峙
宗
総
本
山

羞
打
寺
て
今
夏
も
「遊
行
フ
ォ
ー
ラ
ム
⑮
が
開
催

さ
れ
た
。
会
期
七
H
間
て
、
郷
上
史
家
や
地
元

廂
店
‘
七
ら
て
つ
く
る
実
行
委
員
会
が
連
営
。

四

回
日
の
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
世
紀
末
と
民
衆
救

済
」
。
寺
の
本
堂
と
境
内
が
会
場
と
な
っ
た
野
外

►美しい‘ノプラノで世界を魅了し
た佐藤美枝子さん

▼はまぎんホールヴィアマーレ

劇
「
遊
行
か
ぶ
き
」
は
説
教
節
や
緑
陰
講
座
と

共
に
兄
半
な
地
森
荏
信
の
文
化
て
あ
る
。

「義
経
は
十
六
歳
て
鞍
馬
山
を
脱
走
し
、
廿
二

歳
て
成
人
し
た
姿
を
賀
瀬
川
の
IIJL
の
前
に
見
せ

た
。
鐸
外
倉
て
三
年
を
送
り
廿
Ii歳
て
出
陣
。
廿

六
｀
廿
七
歳
の
二
年
問
に
、
木
"
W
義
仲
を
破
り
、

屑
T

堰
の
浦
に
平
家
を
攻
め
亡
ば
し
絶
項
の

働
き
を
見
せ
な
が
ら
そ
の
年
の
内
に
没
落
し
、

廿
九
敲
て
阻
州
落
ち
、
三
ト
一
歳
の
閏
四
月
三

+
Rにヤ
回館
て
自
殺
し
た
。
」
（
「
袈
経
の
周
岡
」

大
仏
次
郎
著
）

今
年
は
裟
経
没
後
八
百
十
年
。
義
経
伝
承
は

東
H
本
各
地
に
色
々
あ
る
も
、
藤
沢
の
義
経
伝

承
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

本
杏
が
藤
沢
の
伝
説
散
歩
の
お
役
に
た
て
れ

ぱ
望
外
の
幸
せ
て
す
。

財
団
法
人
は
ま
ぎ
ん
荘
業
文
化
板
興
財
団

事
務
屈
次
長
藤
原
勤

一

編
染
後
記

は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ

ー
レ

は
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
講
油
会
な
ど
、

ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。
あ
な
た
の
ス
テ
ー
ジ
と

し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

ー施設概要-
み 2
ら 5 畠ィ

...., ウI@ 翌 ● は万万料 金 ● ● ● 
ぉ日 休別 sI金 ‘使 イ吏ホ

~'了易 ~ t1 ~,畠8努＇さ乱月用）し
1 10 I合柔増。
, 7 時レ わ 年月岸斗 円

円 1設金目
日備

〗横 1 6 I・ 
1 3 ¥ホ せ 始唱金 1技を使基，嘉

。術 3用本時数
浜時ルぉ 5ヽ 旦孟有 区 料 料 Is 
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歪岳！丑 立日のけ事は

5~ み＼ 場 ま の 1
匝且技ま席
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1 な ＾ 褪 先 5 合す場名

足
基者

陸と 2 行 日は 合゚3 6 本 料
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