
今
回
は
長
者
ヶ
崎
か
ら
鐙

摺
へ
舞
台
を
移
し
ま
し
た
。

何
故
か
と
申
し
ま
す
と
歴
史

が
あ
る
か
ら
で
す
。
「
鐙
摺
」

あ
ぶ
ず
り

は
鎌
倉
時
代
の
裏
舞
台
で,

ミ
ス
テ
リ
ー
な
処
だ
か
ら

で
す
。

「
鐙
摺
」
と
い
う
地
名
は

源
頼
朝
が
、
付
け
た
名
と
し

て
伝
説
的
に
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
本
当
は
（
許
可
・

賛
同
）
し
た
と
い
う
の
が
正

し
い
よ
う
で
す
。
よ
く
聞
く

話
で
す
が
「
馬
に
ま
た
が
り

鐙
を
摺
り
な
が
ら
頂
上
ま
で

登
っ
た
」
か
ら
「
鐙
摺
」
に

な
っ
た
と
？
そ
ん
な
訳
で
筆

者
も
「
葉
山
郷
土
史
・
創
刊

号
の
鐙
摺
編
」
を
持
っ
て
調

べ
に
行
き
ま
し
た
。

さ
て
、
地
名
の
由
来
で
す

が
、
「
吾
妻
鏡
」
（
１
１
８

０
年
）
や
「
源
平
盛
衰
記
」

（
１
１
６
１
年
）
に
鐙
摺
の

名
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
に

は
「
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
設

立
に
際
し
、
貢
献
し
た
三
浦

一
族
の
出
城
や
館
が
あ
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
鐙
摺
」
の
呼
び
名
は
、

こ
の
時
に
現
れ
、
今
で
は

「
あ
ぶ
ず
り
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
過
去
に

は
幾
つ
か
の
呼
び
名
が
あ
り

ま
し
た
。
幾
つ
か
あ
げ
ま
す

と
「
あ
ぶ
す
り
・
あ
ぶ
づ
る
・

あ
ぶ
ず
る
・
あ
ぶ
ず
り
・
あ

ぶ
す
る
・
あ
ぶ
み
ず
り
」
の

呼
び
名
が
あ
り
、
時
代
の
洗

礼
の
激
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。
（
１
６
８
５
）
年
の

「
鎌
倉
誌
（
志
）
」
に
は
一

旦
「
ア
ブ
ス
リ
」
と
統
一
さ

れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
後
、

昭
和
初
期
に
な
る
と
、
幾
通

り
か
の
名
が
ま
た
復
活
し
て

し
ま
い
ま
す
。

地

名

を

解

す

る

書

「
難
解
地
名
辞
典
」
に
は
、

な
ん
か
い
ち
め
い
じ
し
ょ

滅
多
に
で
て
こ
な
い
地
名
と

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
あ
ぶ
ず
り
の
ア
ブ
」
は

「
崩
れ
や
す
い
壁
」
と
あ
り
、

ヅ
リ
・
ヅ
ル
は
無
く
、
ツ
ル

と
あ
り
「
連
」
と
同
意
と
あ

つ
ら

り
ま
す
。
「
川
に
沿
う
細
長

い
土
地
・
砂
州
」
を
意
味
す

る
と
の
こ
と
。
こ
れ
は
こ
の

一
帯
が
細
長
い
絶
壁
の
崖
を

意
味
し
、
崩
れ
や
す
い
地
形

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

頼
朝
が
こ
の
地
を
訪
れ
、

同
じ
風
景
を
見
た
に
ち
が
い

あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
切
り
通

し
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

他

に

も

、
此

の

周

辺

の

「
鳴
鶴
ヶ
崎
」
や
「
鶴
鼻
」

な
き
づ
る
が
さ
き

つ
る
ば
な

と
い
っ
た
同
じ
響
き
の
あ
る

地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

相
模
湾
の
全
景
を
眺
め
る

事
の
で
き
る
美
し
い
場
所
と

し
て
、
今
も
町
民
か
ら
愛
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

現
在
、
「
鐙
摺
」
の
名
は

バ
ス
停
に
残
る
の
み
で
す
が
、

頼
朝
伝
説
か
ら
生
ま
れ
た
と

さ
れ
る
鐙
摺
は
（
１
１
７
７

年
）
頼
朝
が
伊
豆
流
罪
中
、

三
浦
へ
訪
れ
る
際
に
、
こ
の

鐙
摺
で
、
命
名
す
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
す
。
『
三
浦
三
郎

為
清
・
大
田
原
三
郎
義
久
・

た
め
き
よ

さ
ぶ
ろ
う
よ
し
ひ
さ

真
田
与
一
義
忠
が
源
頼
朝
を

よ
い
ち
よ
し
ひ
さ

迎
え
た
時
、
千
尋
の
絶
壁

ち
ひ
ろ

（
田
越
川
河
口
・
な
ぎ
さ
珈

琲
か
ら
古
川
電
工
保
養
所
を

超
え
て
小
浜
ま
で
）
と
隘
路

あ
い
ろ

の
、
切
り
通
し
近
く
で
、
頼

朝
が
「
こ
こ
は
何
処
か
」
と

聞
き
ま
す
。
為
清
は
「
鎌
倉

か

ら

三

浦

の

方

へ

鶴

が

鳴
き
乍
ら
飛
び
ま
し
た
の
で

な

き

な

が

ら

鳴
鶴
ヶ
崎
と
い
っ
た
」
と
あ

り
ま
す
。
そ
の
後
、
一
行
は

山
峡
（
切
り
通
し
）
の
義
久

の
館
（
現
・
柳
屋
旅
館
隣
り
）

で
休
憩
を
と
り
、
義
久
は
頼

朝
に
見
て
欲
し
か
っ
た
物
が

あ
り
、
眼
前
の
小
山
を
指
さ

し
ま
す
。
「
あ
れ
は
、
父
、

義
明
か
ら
こ
の
場
所
に
出
城

を
築
け
」
と
言
わ
れ
た
事
を

話
し
ま
す
。
こ
れ
は
後
に
山

の
名
と
し
て
「
鐙
摺
城
？
・

丸
山
・
旗
立
山
・
軍
見
山
」

ま
る
や
ま

は
た
た
て
や
ま

ぐ
ん
け
ん
ざ
ん

と
い
う
名
が
つ
き
ま
す
。

現
地
で
は
丸
山
と
も
呼
ん

で
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の

名
は
元
か
ら
あ
る
名
の
よ
う

で
す
…
。
「
旗
立
山
」
（
１

１
８
０
）
年
頃
、
三
浦
郡
と

畠
山
軍
が
小
競
り
合
い
を
し

た
際
に
、
勝
者
が
「
小
山
」

に
旗
を
立
て
た
と
言
わ
れ
て

ま
す
。
軍
見
山
は
（
１
５
１

２
）
年
頃
の
戦
国
初
期
に
北

条
早
雲
に
敗
れ
た
三
浦
一
族

が
使
っ
た
名
で
あ
る
ら
し
い
。

筆
者
は
早
速
、
日
陰
茶
屋

の
駐
車
場
横
に
あ
る
急
階
段

か
ら
登
っ
て
み
た
と
こ
ろ
確
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謎 の 鐙摺城

鐙
摺
の
名
は

あ
ぶ
ず
り

高田順一郎丸

会
話
の
閃
き

～ 誰が・何処で付けたか名の由来 ～



か
に
、
素
晴
ら
し
い
眺
め
で

す
。
高
さ
２
３
メ
ー
ト
ル
の

山
で
す
。
此
処
は
城
で
あ
り
、

見
張
り
台
に
適
し
て
い
る
と

痛
感
！
で
す
が
、
し
か
し
、

城
と
し
て
は
余
り
に
も
小
さ

過
ぎ
る
。
精
々
、
た
て
坪
、

三
十
畳
の
広
さ
の
平
屋
の
別

荘
か
シ
ャ
レ
た
居
酒
屋
で
あ

れ
ば
十
分
な
広
さ
で
、
城
が

あ
っ
た
と
す
る
に
は
無
理
が

あ
り
す
ぎ
る
と
思
い
ま
し
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の

山
へ
、
義
久
は
頼
朝
一
行
を

案
内
し
「
馬
に
ま
た
が
り
鐙

を
摺
り
な
が
ら
頂
上
ま
で
登
っ

た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
貧

相
な
山
の
ど
こ
が
城
な
の
か

と
…
？

そ
し
て
、
義
久
は
「
頼
朝

に
、
こ
の
一
帯
の
名
で
あ
る
、

大
磯
は
、
相
模
川
右
岸
（
平

塚
）
に
も
同
じ
名
が
あ
る
の

で
、
地
名
を
変
え
て
は
」
と

尋
ね
る
。
与
一
が
脇
か
ら

「
我
ら
一
同
が
馬
で
、
鐙
を

摺
り
小
山
を
登
り
ま
し
た
の

で
、
鐙
摺
は
い
か
が
で
す
か
」

と
提
案
を
し
ま
す
と
、
頼
朝

は
「
そ
れ
は
い
い
思
い
付
き
！
」

と
言
っ
て
、
「
鐙
摺
と
鐙
摺

城
」
の
名
は
そ
の
場
で
決
ま
っ

て
し
ま
っ
た
…
？

適
当
と
言
え
ば
適
当
な
会

話
が
閃
め
き
を
産
ん
だ
訳
で

す
が
、
こ
の
名
は
そ
の
ま
ま

現
在
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

筆
者
は
こ
の
鐙
摺
周
辺
の

お
店
に
飛
び
込
み
、
聞
き
込

み
を
試
み
ま
し
た
。
飛
び
込

ん
だ
先
は
運
良
く
、
鎌
倉
時

代
（
８
０
０
年
前
）
か
ら
続

く
家
系
の
子
孫
（
ｓ
・
ｙ
氏
）

だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
一
帯
を
地
図
や
ネ
ッ

ト
で
調
べ
て
も
、
不
思
議
に

も
鐙
摺
山
と
か
鐙
摺
城
の
名

は
で
て
こ
な
い
の
で
す
。

「
郷
土
史
・
鐙
摺
編
」
に

も
、
各
研
究
者
の
言
葉
に
は

『
「
鐙
摺
」
「
鐙
摺
山
」

あ
ぶ
す
り

あ
ぶ
す
り
や
ま

「
鐙
摺
城
」
そ
れ
は
何
処
か

あ
ぶ
す
り
じ
ょ
う

と
？
』
研
究
者
も
特
定
す
る

の
に
か
な
り
悩
ま
さ
れ
た
様

子
が
伺
え
ま
す
。

古
文
書
か
ら
の
記
載
に
は

「
浅
間
山
・
鐙
摺
山
」
の
名

さ
ん
げ
ん
や
ま

あ
ぶ
す
り
や
ま

も
出
て
き
て
、
更
に
こ
の
辺

り
に
は
「
鐙
摺
谷
」
「
小
浜

谷
」
「
根
岸
谷
」
の
名
も
。

そ
し
て
「
城
柵
跡
」
は
今
で

じ
ょ
う
さ
く
あ
と

も
現
存
す
る
城
跡
の
名
残
で

す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
訳
で

し
ょ
う
か
。
旗
立
山
の
反
対

側
に
日
陰
茶
屋
本
館
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
裏
手
の
山
々

（
中
央
大
学
寮
の
あ
る
方
面
）

が
該
当
す
る
場
所
で
は
な
い

か
と
直
感
し
ま
し
た
。

地
元
で
は
「
鐙
摺
山
」
と

あ
ぶ
す
り
や
ま

「
浅
間
山
」
は
あ
ま
り
何
処

さ
ん
げ
ん
や
ま

か
は
分
か
ら
な
い
よ
う
で
す
。

「
鐙
摺
山
は
旗
立
山
を
言
い
、

鐙
摺
城
も
旗
立
山
？
」
と
地

元
の
方
も
は
っ
き
り
と
は
…

…
？
。

筆
者
も
か
な
り
困
惑
し
な

が
ら
も
、
こ
の
「
浅
間
山
」

さ
ん
げ
ん
や
ま

と
「
鐙
摺
山
」
は
日
陰
茶
屋

の
裏
方
に
あ
る
山
々
だ
と
す

る
と
考
え
が
変
っ
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
浅
間
山
」

せ
ん
げ
ん
や
ま

は

、
堀

内

の

東

に

あ

る

「
仙
元
山
」
（
標
高1

0
8

メ
ー

せ
ん
げ
ん
や
ま

ト
ル
）
を
モ
チ
ー
フ
に
し
、

何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
て
入

れ
替
わ
っ
た
節
が
あ
る
の
で

は
と
の
憶
測
も
で
て
き
ま
し

た
。
こ
の
浅
間
山
に
鐙
摺
城

の
本
丸
が
あ
り
、
鐙
摺
山
と

も
呼
ん
だ
の
で
は
と
解
釈
で

き
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
こ

の
山
と
周
辺
（
な
ぎ
さ
橋
先

か
ら
鐙
摺
の
切
り
通
し
・
旗

立
山
周
辺
）
は
全
て
要
塞
だ
っ

た
と
。
地
域
全
域
な
ら
城
と

呼
ん
で
も
お
か
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。

広
範
囲
な
「
谷
戸
」
集
落

や

と

一
帯
を
総
称
し
て
、
鐙
摺
と

呼
ん
だ
。
元
々
有
名
で
も
な

い
「
鐙
摺
」
が
時
代
の
変
遷

の
中
で
新
旧
入
り
乱
れ
、
小

名
と
俗
称
を
繰
返
し
使
わ
れ

て
き
た
結
果
と
も
言
え
る
の

で
な
い
で
し
ょ
う
か
？

話
を
戻
し
ま
す
が
、
頼
朝

と
い
う
人
物
は
用
心
深
く
丘

陵
の
谷
を
馬
で
登
っ
た
り
、

降
り
た
り
す
る
性
格
（
義
経

と
は
違
う
）
で
は
な
い
よ
う

で
す
。
そ
の
事
も
考
慮
す
れ

ば
、
頼
朝
が
登
っ
た
山
は

「
旗
立
山
・
軍
見
山
」
で
は

な
く
「
浅
間
山
・
鐙
摺
山
」

で
は
な
い
か
と
？
。

「
鐙
を
摺
り
登
っ
た
山
」

は
「
浅
間
山
＝
鐙
摺
山
」
だ

さ
ん
げ
ん
や
ま

あ
ぶ
す
り
や
ま

と
考
え
ま
す
が
…
…
落
着
。

さ
て
、
こ
の
辺
で
名
の
由

来
か
ら
鐙
摺
の
ド
ラ
マ
へ
と

切
り
替
え
ま
す
。

頼
朝
が
伊
豆
流
罪
中
の
、

身
の
世
話
を
し
て
い
た
「
亀

の
前
」
と
い
う
女
性
を
逗
子

小
坪
に
呼
び
寄
せ
た
事
が
ば

れ
て
仕
舞
い
ま
す
。
こ
の
事

が
物
騒
せ
な
事
件
へ
と
発
展

し
て
い
き
ま
す
。

（
現
）
柳
屋
旅
館
の
隣
に

（
本
家
）
鈴
木
家
が
あ
り
、

そ
の
鈴
木
家
に
代
々
伝
わ
る

義
久
の
館
跡
の
板
や
柱
等
が

残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
義
久
の
館
に

（
１
１
８
２
）
年
頃
か
ら
、

亀
の
前
が
か
く
ま
わ
れ
て
い

た
と
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
北

条
雅
子
は
頼
朝
の
家
臣
、

牧
宗
親
に
小
坪
の
屋
敷
を
襲

ま
き
む
ね
ち
か

撃
さ
せ
て
「
亀
の
前
」
を

「
う
わ
な
り
う
ち
」
に
し
ま

す
。
う
わ
な
り
と
は
先
妻
が

後
妻
へ
派
手
な
懲
ら
し
め
方

を
す
る
習
わ
し
で
す
が
、
雅

子
が
出
産
の
里
帰
り
時
に

「
亀
の
前
」
を
小
坪
に
呼
び

寄
せ
た
事
が
、
雅
子
の
激
震

を
か
っ
た
訳
で
す
。
襲
撃
か

ら
、
命
か
ら
が
ら
義
久
の
館

に
逃
げ
込
み
、
事
な
き
を
得

ま
す
が
…
…
。
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
？

次
回
は
「
亀
の
前
」
を
取

材
し
ま
す
。
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亀
の
前
と
言
う
女ひ

と

鐙
摺
と
鐙
摺
城
は
何
処

？


