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江
戸
時
代
、
日
本
は
地
方
分
権
か
ら
中
央

集
権
へ
と
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
、
豊
か
な

文
明
社
会
を
出
現
さ
せ
た
。
幕
府
は
、
茫
漠

と
し
て
い
た
関
東
平
野
の
一
角
に
、
大
都

市
・
江
戸
を
一
気
に
出
現
さ
せ
る
と
と
も
に
、

多
く
の
人
々
の
労
苦
と
工
夫
・
努
力
に
よ
っ

て
、
新
た
な
歴
史
段
階
へ
と
移
行
し
た
。

食
生
活
の
面
で
も
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

庶
民
層
ま
で
も
が
、
比
較
的
自
由
に
料
理
や

食
を
楽
し
む
、
と
い
う
風
潮
が
社
会
的
に
浸

透
し
た
。
そ
の
食
生
活
の
発
展
に
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
り
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
の
人

の
創
意
工
夫
の
結
晶
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た

だ
、
こ
う
し
た
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
お
も
に
大
都
市
に
暮
ら
す
豊
か

な
人
々
で
あ
っ
た
。
地
方
の
農
村
や
山
村
・

漁
村
で
は
、
新
鮮
な
素
材
に
接
し
、
そ
れ
を

調
理
し
て
楽
し
ん
で
は
い
た
が
、
高
度
な
料

理
文
化
に
浴
す
る
に
は
、
江
戸
後
期
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ひ
と
く
ち
に
江
戸
時
代
と
い
っ
て
も
二
六

〇
年
以
上
も
続
い
た
社
会
で
、
そ
の
内
実
は

一
様
で
は
な
い
。
江
戸
幕
府
の
基
礎
が
築
か

れ
た
の
は
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一

五
年
）
か
ら
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
一
六

四
四
年
）
の
こ
と
だ
。
寛
文
〜
延
宝
年
間
（
一

六
六
一
〜
一
六
八
一
年
）
頃
に
は
、
地
方
の
支

配
機
構
が
完
備
さ
れ
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八

〜
一
七
〇
四
年
）
頃
に
一
定
の
繁
栄
を
迎
え

た
。
こ
の
幕
府
支
配
が
安
定
し
た
時
代
を
江

戸
前
期
と
す
れ
ば
、
政
治
・
経
済
が
動
揺
を

見
せ
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
三
大
改
革
が
始
ま

る
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
一
七
三
六
年
）

以
降
を
江
戸
後
期
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

江
戸
の
食
文
化
は
、
文
化
史
的
に
み
る
と
、

寛
永
・
元
禄
・
化
政
期
に
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
ク

を
迎
え
、
料
理
文
化
や
食
生
活
も
、
こ
の
時

期
に
大
き
な
高
揚
を
見
せ
た
。
と
く
に
江
戸

前
期
に
は
、
安
土
桃
山
文
化
の
流
れ
を
汲
ん

だ
寛
永
文
化
が
、
大
名
や
貴
族
も
し
く
は
豪

商
を
中
心
に
展
開
し
た
の
に
対
し
、
元
禄
文

化
は
台
頭
す
る
新
興
の
町
人
層
に
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
。

そ
の
推
進
役
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
井
原
西

鶴
は
、
”分
相
応
の
食
の
楽
し
み
“
を
し
き
り

に
主
張
し
て
い
る
。『
万

よ
ろ
ず

の
文
反
故

ふ

み

ほ

ご

』
に
は
、

得
意
客
を
豪
勢
な
本
膳

料
理
で
も
て
な
す
話
が

あ
る
が
、
主
人
公
た
ち

は
成
功
を
お
さ
め
た
新

興
町
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
に
も

飲
食
の
句
が
多
く
、「
苔の

り

汁
の
手
ぎ
は
見
せ
け

り
浅
黄
椀

あ
さ
ぎ
わ
ん

」
と
い
っ
た
秀
句
が
あ
る
。
芭
蕉

は
、
伊
勢
安
濃
津

あ

の

つ

藩
藤
堂
家
分
家
の
台
所
用

人
で
あ
っ
た
こ
と
も
深
く
関
係
し
、
自
身
が

料
理
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

武
家
上
層
の
料
理
文
化
に
精
通
し
て
お
り
、

料
理
の
器
に
関
し
て
も
、
洗
練
さ
れ
た
感
覚

を
そ
こ
で
養
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
江
戸
前
期
に
は
、
階
層
的
に
高

い
人
た
ち
が
食
文
化
を
楽
し
ん
だ
。

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
政
治
的
に
は
混
乱

の
度
合
い
を
増
す
が
、
経
済
的
に
は
さ
ら
な

る
発
展
を
見
せ
、
前
期
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
に
社
会
は
裕
福
に
な
っ
て
い
っ

た
。
同
時
に
食
生
活
自
体
も
向
上
し
、
食
文

化
も
社
会
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
。
と

こ
ろ
が
、
享
保
を
は
じ
め
と
す
る
三
大
改
革

原田信男（はらだ のぶお）
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東
海
道
五
拾
三
次
之
内

日
本
橋
朝
之
景
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広
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年
譜

文
化
史
か
ら
み
た
江
戸
時
代
の
食
文
化
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に
お
い
て
は
、
精
神
論
的
な
質
素
倹
約
が
重

視
さ
れ
、
消
費
を
罪
悪
と
す
る
観
念
が
根
強

か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
改
革
の
谷
間
に
は
、
料
理
本

と
料
理
屋
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
料
理
文
化

が
花
開
い
た
。
江
戸
前
期
の
料
理
書
は
、
料

理
人
向
け
の
専
門
書
で
、
高
度
な
料
理
の
知

識
と
技
術
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
後
期
に
な
る
と
、
料
理
や
素
材
の
知
識
を

ひ
け
ら
か
し
、
食
談
義
を
楽
し
む
よ
う
な
、

ま
さ
に
料
理
本
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
身
近

な
も
の
が
数
多
く
登
場
し
て
く
る
。

ま
た
市
中
に
は
料
理
屋
も
乱
立
し
、
中
庭

を
置
き
、
離
れ
や
二
階
座
敷
を
設
け
て
独
自

の
空
間
を
演
出
す
る
高
級
料
理
屋
が
出
現
す

る
。
も
ち
ろ
ん
町
中
に
は
、
料
理
茶
屋
の
ほ

か
屋
台
や
小
屋
掛
け
の
食
事
処
が
あ
ふ
れ
、

代
金
さ
え
払
え
ば
、
誰
で
も
自
由
に
飲
み
食

い
が
で
き
た
。

初
鰹
に
大
金
を
投
じ
て
楽
し
む
風
潮
も
生

ま
れ
、
食
が
庶
民
に
遊
び
と
し
て
楽
し
ま
れ

る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
消
費
を
美
徳

と
す
る
社
会
風
潮
の
な
か
で
、
料
理
や
食
生

活
を
楽
し
む
こ
と
が
一
般
化
し
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
旧
来
の
年
貢
か
ら
の

収
奪
で
は
な
く
、
商
業
や
流
通
を
積
極
的
に

推
し
進
め
、
そ
こ
に
新
た
な
財
源
を
求
め
よ

う
と
し
た
田
沼
意
次

お
き
つ
ぐ

の
政
策
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
田
沼
意
次
・
意
知

お
き
と
も

父
子
が
追
放

さ
れ
、
さ
ら
に
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
が

失
敗
に
終
わ
る
と
、
再
び
料
理
文
化
は
活
況

を
取
り
戻
し
た
。
消
費
が
歓
迎
さ
れ
、
庶
民

的
な
文
化
を
謳
歌
す
る
時
代
と
な
り
、
料
理

文
化
も
爛
熟
期
を
迎
え
る
。
い
わ
ゆ
る
十
一

代
将
軍
家
斉
の
大
御
所
時
代
の
こ
と
で
、
化

政
文
化
の
繁
栄
を
み
た
。
こ
の
時
期
に
日
本

料
理
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
素
材
や
調
理
法
、

盛
り
付
け
法
な
ど
を
が
最
高
潮
に
達
し
た
感

が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
大
改
革
の
最
後
に
あ
た
る

水
野
忠
邦
の
天
保
の
改
革
が
起
こ
る
と
、
ま

た
ま
た
料
理
文
化
は
沈
黙
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
料
理
文
化
は
、
政
治
の
季
節
の
谷

間
に
咲
い
た
徒
花

あ
だ
ば
な

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
豊

か
な
文
化
が
、
政
治
改
革
の
名
の
も
と
に
、

活
動
を
抑
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

全
盛
を
き
わ
め
た
化
政
期
の
料
理
文
化
は
、

し
だ
い
に
影
を
ひ
そ
め
、
幕
末
の
動
乱
の
中

で
ふ
た
た
び
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
著
し
い
発
展
を

遂
げ
た
料
理
文
化
と
、
食
生
活
の
全
般
的
な

向
上
は
、
歴
史
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
。

江
戸
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
城
を
拡
張
し

て
江
戸
城
周
辺
に
家
臣
団
の
た
め
の
武
家
地

を
造
成
し
、
周
辺
の
村
々
の
農
民
を
強
制
的

に
移
住
さ
せ
た
人
工
都
市
で
あ
る
。
さ
ら
に

湿
地
の
埋
め
立
て
、
舟
入
堀
の
開
削
を
行
っ

た
低
地
部
に
市
街
地
を
築
き
、
商
人
や
職
人

を
外
部
か
ら
移
住
さ
せ
て
い
た
。

と
く
に
一
六
五
七
年
の
明
暦
の
大
火
以
後
、

市
街
地
は
拡
大
を
続
け
、
各
地
か
ら
の
流
入
者

が
増
加
し
た
。
江
戸
後
期
は
じ
め
頃
に
は
、

膨
大
な
人
口
を
抱
え
る
巨
大
都
市
と
な
っ
た
。

そ
の
人
口
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
江

戸
人
別
改
に
よ
れ
ば
、
町
人
が
男
約
三
一
万

人
、
女
約
二
一
・
五
万
人
で
、
さ
ら
に
武
家
地

に
は
、
ほ
ぼ
同
数
の
武
士
が
居
住
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
の
人
口
は
一
〇
〇
万

人
を
超
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
八
世
紀
に
世
界
最
大
級
の
人

口
を
抱
え
な
が
ら
も
、
そ
の
男
女
の
比
率
が

か
な
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
、
女
性
の
一
・
五

倍
に
も
上
る
男
性
が
江
戸
で
生
活
し
て
い
た
。

こ
れ
で
は
、
数
字
的
に
は
人
口
の
三
分
の
一

が
、
配
偶
者
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
理
由
は
、
江
戸
へ
の
流
入
人
口
の

ほ
と
ん
ど
が
男
子
の
単
身
者
で
、
就
業
可
能

な
男
性
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

町
人
の
世
界
で
は
、
若
い
独
身
男
子
が
住

み
込
み
の
奉
公
人
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
商

家
の
大
店

お
お
だ
な

で
働
い
て
い
た
。
武
家
地
に
お
い

て
も
、
参
勤
交
代
な
ど
で
江
戸
詰
め
の
任
に

あ
た
る
武
士
や
奉
公
人
が
多
く
、
妻
子
を
国

に
残
し
て
く
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
就
業
者
の
ほ
か
、
農
村
か
ら
流
入

す
る
日
雇
い
層
も
膨
大
な
数
に
上
っ
た
。
さ

ま
ざ
ま
な
小
商
い
や
日
雇
い
労
働
、
職
人
と

い
っ
た
そ
の
日
暮
ら
し
の
人
々
が
、
江
戸
の

人
口
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
膨
大
な
人
口
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
毎
日
の
食
事
が
提
供

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恒
常
的
な
就
業

者
は
、
職
場
な
ど
で
の
賄
い
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
外
で
の
飲
食
の
機
会
も
多
か
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
し
て
や
日
雇
い
の
独
身
者
は
、
日

常
的
に
外
食
の
占
め
る
割
合
が
高
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
城
下
町
と
し
て
成
立
し
た
江
戸

は
、
武
家
地
と
町
人
地
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。

ま
っ
た
く
の
消
費
階
級
で
あ
っ
た
将
軍
を
は

じ
め
と
す
る
武
士
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
必

要
な
食
べ
物
を
日
常
的
に
供
給
す
る
、
巨
大

な
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
日
常
生
活
の
維
持

や
技
術
・
物
資
の
独
占
を
目
的
と
し
て
、
商

人
や
職
人
が
集
住
さ
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
人
口
の
急
激
な
膨
張

に
伴
っ
て
食
料
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
も
巨

大
化
し
複
雑
化
し
た
た
め
、
飲
食
関
係
の
仕

事
に
携
わ
る
人
々
は
か
な
り
の
数
に
達
し
た
。

江
戸
後
期
に
入
る
と
こ
う
し
た
社
会
的
な
前

提
条
件
が
整
っ
た
た
め
、
江
戸
の
食
べ
物
屋

『料理物語』日本で最初に出版された料理書
（1643年＜寛永20年＞）

江戸・駿河町 三井呉服店の界隈（『江戸名所図会』）

江
戸
の
町
と
人
び
と
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は
、
か
つ
て
例
が
な
い
よ
う
な
繁
栄
を
見
せ

た
の
で
あ
る
。

長
屋
住
ま
い
の
町
人
・
職
人
た
ち

江
戸
の
朝
は
明
け
六
つ
の
鐘
と
と
も
に
始

ま
る
。
明
け
六
つ
と
は
、
現
在
の
時
刻
で
い

う
と
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
夏
場
は
午

前
四
時
ご
ろ
、
冬
場
は
午
前
六
時
過
ぎ
に
な

る
。
ふ
つ
う
、
明
け
六
つ
の
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る

の
は
、
夜
明
け
の
約
三
〇
分
前
と
い
う
か
ら

江
戸
の
朝
は
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
始
ま
る
。

日
本
橋
石
町

こ
く
ち
ょ
う

を
は
じ
め
と
す
る
十
数
か
所

の
時
鐘
楼
で
こ
の
鐘
が
鳴
り
は
じ
め
る
と
、

江
戸
の
人
々
の
大
部
分
は
そ
の
日
の
活
動
を

開
始
す
る
。
前
夜
閉
ざ
さ
れ
た
江
戸
城
の
周

囲
の
見
附
門
、
町
ご
と
の
木
戸
が
開
け
ら
れ

る
の
も
こ
の
時
刻
だ
。

町
に
目
を
向
け
る
と
、
夜
明
け
前
に
起
き

出
し
た
豆
腐
屋
は
店
を
開
き
、
町
内
に
も
売

り
声
を
上
げ
は
じ
め
る
。
長
屋
住
ま
い
の
町

人
・
職
人
た
ち
は
、
総
楊
枝

ふ
さ
よ
う
じ

に
房
州
砂
に
香

料
な
ど
を
加
え
た
歯
磨
き
粉
を
つ
け
て
歯
を

磨
き
、
朝
の
身
支
度
を
整
え
る
。
そ
の
傍
ら

で
お
か
み
さ
ん
た
ち
が
、
竈

か
ま
ど

に
向
っ
て
火
を

お
こ
し
朝
食
の
準
備
を
は
じ
め
、
竈
の
煙
が

長
屋
の
路
地
か
ら
空
に
立
ち
昇
る
。
通
り
に

は
、
納
豆
売
り
や
浅
蜊
売
り
、
青
物
売
り
の

売
り
声
も
響
き
は
じ
め
、
江
戸
の
朝
は
最
高

潮
を
迎
え
る
。

朝
食
の
膳
に
は
、
飯
と
汁
、
漬
物
の
ほ
か

に
は
、
め
ざ
し
か
切
り
干
し
大
根
の
煮
物
・

昆
布
と
油
揚
げ
・
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
・
煮
豆

な
ど
、
今
日
で
も
な
じ
み
の
あ
る
お
か
ず
が

一
品
か
二
品
つ
く
。
な
か
で
も
、「
八
は
い
ど

う
ふ
」
と
い
う
豆
腐
の
す
ま
し
汁
が
好
ま
れ

た
よ
う
だ
。
お
か
ず
も
、
自
前
で
料
理
し
た

も
の
も
あ
れ
ば
、
惣
菜
屋
か
ら
買
い
求
め
た

も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
長
屋
住
ま
い
同
士

の
親
し
さ
で
、
お
か
ず
の
交
換
も
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
長
屋
に
は
、
約
五
〇
万
〜
六

〇
万
人
と
い
わ
れ
る
江
戸
の
町
人
の
う
ち
、

お
よ
そ
七
割
が
暮
ら
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
暮
ら
し
て
い
た
と
な

る
と
、
お
の
ず
か
ら
長
屋
に
も
階
層
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
通
り
に
面
し
た
二
階

建
て
で
ち
ょ
っ
と
し
た
商
売
が
で
き
る
と
こ

ろ
か
ら
、
実
質
六
畳
一
間
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。

彼
ら
の
昼
食
は
、
職
人
で
あ
れ
ば
う
ど

ん
・
蕎
麦
・
寿
司
・
天
ぷ
ら
・
鰻
の
屋
台
で

す
ま
せ
、
女
房
や
子
ど
も
た
ち
は
朝
ご
飯
の

残
り
の
冷
や
飯
を
あ
り
合
わ
せ
の
お
か
ず
で

食
べ
て
い
た
。
な
か
に
は
、
寺
子
屋
か
ら
駆

け
足
で
戻
っ
て
急
い
で
昼
食
を
と
る
子
ど
も

も
い
る
。
庶
民
の
食
生
活
は
、
き
わ
め
て
つ
つ

ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
夜
の
食
事
に
し
て
も

残
り
物
の
冷
や
飯
を
茶
漬
け
に
し
、
漬
物
で

あ
っ
さ
り
す
ま
せ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。

表
通
り
の
大
店
と
路
地
へ
売
り
歩
く
振
売
り

表
通
り
に
面
し
て
軒
を
連
ね
る
大
店

お
お
だ
な

の
朝

は
、
台
所
の
奉
公
人
が
忙
し
く
働
い
て
い
る
。

江
戸
の
表
通
り
に
は
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
店

が
軒
を
並
べ
て
い
た
が
、
大
店
と
呼
ば
れ
る

規
模
の
店
は
、
絹
織
物
を
商
う
呉
服
商
に
限

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
働
く
奉
公
人
は
、
例

え
ば
麹
町
の
岩
城
升
屋
に
は
約
五
〇
〇
人
、

駿
河
町
の
三
井
越
後
屋
本
店
で
は
約
三
二
〇

人
、
尾
張
町
の
島
田
恵
比
須
屋
で
約
二
八
〇

人
、
芝
口
の
松
坂
屋
で
も
約
二
〇
〇
人
を
抱

え
て
い
た
。

こ
う
し
た
大
店
の
ほ
と
ん
ど
が
関
西
に
仕

入
れ
中
心
の
本
店
が
あ
り
、
奉
公
人
は
そ
の

近
辺
か
ら
江
戸
に
や
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、

こ
の
奉
公
人
は
店
で
販
売
に
従
事
す
る
「
店

表
」
の
奉
公
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
〇
代
で

江
戸
に
下
り
、
小
僧
・
丁
稚

で

っ

ち

か
ら
手
代
、
番

頭
を
目
指
し
て
働
く
。
こ
れ
に
対
し
て
「
台

所
」
の
奉
公
人
は
、
店
表
の
奉
公
人
の
た
め

に
炊
事
な
ど
の
下
働
き
を
す
る
男
性
で
あ
り
、

店
全
体
の
一
割
程
度
の
人
数
で
台
所
を
賄
っ

て
い
た
。

奉
公
人
の
ほ
と
ん
ど
は
単
身
者
で
あ
り
、

店
の
台
所
で
食
事
を
す
る
。
男
性
ば
か
り
の

食
事
は
、
効
率
重
視
の
無
味
乾
燥
と
し
た
も

の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
然
、
息
抜
き

が
必
要
に
な
り
、
祭
り
な
ど
の
年
中
行
事
の

日
に
は
酒
も
供
さ
れ
る
。
通

と
お
り

一
丁
目
の
白
木

屋
に
残
さ
れ
た
歳
時
記
に
は
、
正
月
十
一
日

江戸・飯田町（中坂、九段坂） 時鐘楼（○印）が２か所望める（『江戸名所図会』）

江
戸
暮
ら
し
の
食
生
活
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の
蔵
開
き
に
は
夕
食
に
料
理
の
膳
が
店
じ
ゅ

う
に
出
さ
れ
、
店
が
所
有
す
る
長
屋
な
ど
の

管
理
人
で
あ
る
家
守

や

も

り

衆
も
集
っ
て
親
睦
を
深

め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
催

し
は
、
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十
一
月
に
も

あ
っ
た
よ
う
だ
。

一
方
、
江
戸
の
商
売
の
中
で
も
っ
と
も
素

朴
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
が
「
振
売

ふ

り

う

り
」

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
必
需
品
を
持
っ
て

江
戸
の
町
を
く
ま
な
く
売
り
歩
い
た
。
江
戸

の
商
人
や
職
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
経
験
を

積
ん
で
熟
練
し
た
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
た

者
が
多
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
安
易
に
商
売

で
き
る
の
が
振
売
り
だ
っ
た
。

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
一
九
日
の

江
戸
町
触
れ
（『
江
戸
町
触
集
成
』）
で
は
、

振
売
り
の
鑑
札
を
五
〇
歳
以
上
と
十
五
歳
以

下
の
者
お
よ
び
身
体
障
害
者
に
与
え
る
、
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
鑑
札
を
必
要
と
す
る
品

目
と
不
要
な
品
目
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、

食
品
関
係
は
ほ
と
ん
ど
鑑
札
は
不
要
で
あ
っ

た
。
そ
の
品
目
は
、
魚
・
煙
草
・
時
々
の
な

り
物
菓
子
（
果
物
）・
塩
・
飴
お
こ
し
・
味
噌
・

酢
・
醤
油
・
豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
心
太

と
こ
ろ
て
ん

・
餅

な
ど
。
鰹
節
・
串
海
鼠

く
し
な
ま
こ

・
塩
引
鮭
も
鑑
札
が

必
要
な
く
、
当
時
は
食
品
を
商
う
こ
と
に
関

し
て
規
制
が
緩
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

幕
末
の
風
俗
を
描
い
た
喜
多
川
守
貞
の

『
守
貞
漫
稿

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

』
に
登
場
す
る
振
売
り
に
は
、
食

品
関
係
だ
け
で
も
約
五
〇
種
類
も
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
に
、
油
揚
げ
・
鮮
魚
・
白

魚
・
菜
蔬

さ
い
そ
（
青
物
）・
豆
腐
・
醤
油
・
塩
・
嘗な

め

物も
の

な
ど
の
食
材
や
調
味
料
が
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
子
ど
も
相
手
に
商
売
す
る
し
ん
粉こ

細

工
・
飴
細
工
・
飴
・
季
節
も
の
の
初
松
魚

か

つ

お

・

枝
豆
・
心
太

と
こ
ろ
て
ん

・
松
茸
・
初
茸
な
ど
も
売
り
歩

い
た
。

こ
の
よ
う
な
振
売
り
を
商
売
に
し
て
い
た

人
々
の
中
か
ら
、
町
中
を
流
し
歩
く
こ
と
を

や
め
、
一
か
所
で
加
熱
調
理
し
た
飲
食
を
商

売
に
し
た
煮
売
り
や
屋
台
を
営
む
人
も
出
て

く
る
。『
守
貞
漫
稿
』
の
中
に
も
、
鰻
蒲
焼

う
な
ぎ
か
ば
や
き

・

蝗い
な
ご
蒲
焼
・
蒸
芋

む
し
い
も

・
蕎
麦
・
汁
粉
な
ど
の
煮
売

り
・
焼
売
り
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
登
場
し
て

い
る
。

文
政
年
間
に
出
さ
れ
た
『
柳
庵
雑
筆

り
ゅ
う
あ
ん
ざ
っ
ぴ
つ

』
の

中
に
は
、
次
の
よ
う
な
あ
る
振
売
り
の
八
百

屋
の
一
日
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

朝
早
く
家
を
出
て
、
江
戸
の
町
を
「
か
ぶ

ら
な
め
せ
、
大
根
は
い
か
に
、
蓮
も
候
、
芋

や
芋
や
」
と
、
売
り
声
を
上
げ
て
西
日
が
傾

く
ま
で
必
死
に
野
菜
を
売
り
歩
い
た
。
今
日

の
仕
入
れ
は
銭
六
〇
〇
文
か
七
〇
〇
文
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
、
売
り
上
げ
は
そ
の
倍
近
い

一
貫
三
〇
〇
文
く
ら
い
だ
ろ
う
。
荷
は
軽
く

な
っ
た
が
、
疲
れ
は
残
る
。
家
に
帰
り
着
き
、

売
れ
残
り
の
野
菜
を
台
所
に
置
い
た
。
こ
れ

は
明
日
の
飯
の
お
か
ず
に
な
る
。

さ
て
、
売
り
上
げ
か
ら
ま
ず
は
明
日
の
仕

入
れ
代
金
を
取
り
除
き
、
家
賃
に
あ
て
る
ぶ

ん
は
竹
筒
に
収
め
た
。
そ
の
と
き
、
よ
う
や

く
昼
寝
か
ら
覚
め
た
女
房
が
「
米
代
は
？
」

と
手
を
出
す
。
二
〇
〇
文
を
与
え
る
と
「
味

噌
も
醤
油
も
切
ら
し
て
い
る
け
ど
」
と
言
う

女
房
に
、
ま
た
五
〇
文
が
渡
さ
れ
る
。

女
房
が
買
い
物
に
出
る
と
、
今
度
は
子
ど

も
の
番
だ
。
菓
子
代
に
一
二
文
が
消
え
た
。

彼
の
手
元
に
残
っ
た
の
は
三
〇
〇
文
ば
か
り

の
銭
だ
。
そ
れ
を
手
に
「
さ
て
と
一
杯
飲
ま

せ
て
も
ら
お
う
か
」「
い
や
い
や
明
日
は
雨
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
備
え
ね
ば
」

と
、
け
っ
こ
う
悩
ま
し
い
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。

振
売
り
の
食
生
活
は
商
人
や
職
人
と
変
わ

ら
な
い
。
昼
食
は
、
売
り
歩
く
途
中
で
屋
台

や
食
べ
物
屋
で
す
ま
せ
て
い
た
。
宝
暦
か
ら

天
明
期
・
化
政
期
に
は
、
定
食
屋
も
出
現
し

て
い
た
。
喜
多
村
香
城

き
た
む
ら
か
じ
ょ
う

の
『
五
月
雨
草
紙
』

に
は
、「
百
膳
」
と
い
う
店
が
、
大
竹
輪
・
椎

茸
・
青
野
菜
の
煮
染し

め
、
摘
入

つ

み

れ
汁
と
飯
、

香
の
物
で
一
食
一
〇
〇
文
ほ
ど
の
定
食
を
出

す
と
記
し
て
い
る
。
幕
末
に
は
、「
三
分
亭
」

と
い
う
チ
ェ
ー
ン
店
が
一
食
銀
三
分
（
約
五

〇
文
）
で
刺
身
、
焼
魚
、
煮
魚
な
ど
の
定
食

を
出
し
て
繁
盛
し
た
こ
と
が
、
四
壁
庵
茂
蔦

し
へ
き
あ
ん
し
げ
つ
た

の
『
わ
す
れ
の
こ
り
』
な
ど
の
随
筆
の
中
に

見
ら
れ
る
。

武
家
の
台
所
は
、
大
身
で
あ
れ
ば
抱
え
る

身
内
も
多
く
、
庶
民
の
台
所
と
は
お
の
ず
と

規
模
が
違
う
。
大
名
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
主

君
・
饗
応
・
家
臣
の
賄
い
用
と
、
台
所
も
複

数
用
意
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
武
家
と
は
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま

な
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
下
級
武
士
の
場
合
は
、

一
家
の
食
事
を
賄
え
れ
ば
よ
く
、
屋
敷
の
規

模
に
制
約
も
あ
る
。
幕
末
、
武
蔵
国
・
忍お

し

藩

の
下
級
武
士
で
あ
る
尾
崎
準
之
助
貞
幹

お
ざ
き
じ
ゅ
ん
の
す
け
さ
だ
み
き

が
記

し
た
『
石
城
日
記
』
に
は
、
本
来
百
石
取
り

の
尾
崎
が
、
わ
ず
か
一
〇
人
扶
持
に
減
ら
さ

れ
た
時
期
の
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月

か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
食
生
活
を
含
む
日
常

が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
日
常
の
食
事
は
と
い
う
と
、
汁
と
漬

物
類
、
茶
漬
け
な
ど
で
す
ま
す
こ
と
が
多
く
、

い
た
っ
て
質
素
な
も
の
だ
。
せ
い
ぜ
い
好
物

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
豆
腐
、
野
菜
の
煮
物
が

つ
く
く
ら
い
で
、
卵
か
下
魚
の
類
が
食
膳
に

供
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
日
の
食
事
は
上
ラ
ン
ク

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
月
で
も
、
雑
煮

が
主
で
、
目
を
引
く
料
理
が
並
ん
で
い
る
わ

け
で
も
な
い
。

他
家
で
の
馳
走
や
料
理
屋
の
酒
宴
で
は
、

魚
介
類
や
鶏
肉
類
が
並
ん
だ
が
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
正
月
二
八
日
の
日
記
に
は
、

「
起
き
出
し
、
飯
を
か
し
き
、（
略
）
豆
腐
の

わ
つ
か
あ
り
し
を
煮
て
朝
食
し
、
土
屋
に
も

ち
を
や
き
出
す
」
な
ど
と
あ
る
。
日
常
の
食

事
は
豊
か
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
は

尾
崎
に
限
ら
ず
、
同
様
の
境
遇
に
あ
っ
た
下

級
武
士
一
般
に
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
江
戸
城
へ
出
仕
す
る
大
身
は
と
い

え
ば
、
そ
の
宿
直
の
弁
当
を
み
て
も
食
生
活

に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
禄

時
代
、
尾
張
徳
川
家
に
仕
え
た
朝
日

あ

さ

ひ

文
左
衛
門

ぶ
ん
ざ
え
も
ん

は
、『
鸚
鵡
籠
中
記

お
う
む
ろ
う
ち
ゅ
う
き

』
と
い
う
日
記

の
中
で
、
世
情
の
見
聞
や
う
わ
さ
話
、
酒
食

に
関
す
る
記
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

大
身
か
ら
下
級
武
士
ま
で

武
家
の
暮
ら
し
ぶ
り

『石城日記』（尾崎貞幹　慶応義塾図書館所蔵）
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る
と
、
文
左
衛
門
が
御
本
丸
御
番
だ
っ
た
と

き
、
宿
直

と

の

い

の
際
に
同
輩
と
交
代
で
弁
当
を
用

意
し
て
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

の
弁
当
に
は
、
切
干
し
・
あ
ら
め
・
梅
干
・

豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
山
芋
・
牛
蒡
の
煮

物
・
蜆
の
和
え
物
・
鯔ぼ

ら

の
浜
焼
き
・
香
の
物

が
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
干
し
大
根
の

味
噌
汁
と
酒
も
用
意
し
て
出
仕
し
た
と
い
う
。

酒
を
飲
む
こ
と
も
許
さ
れ
、
と
き
に
は
羽
目

を
は
ず
す
者
も
い
る
ほ
ど
、
泰
平
の
世
の
武

士
の
勤
め
は
い
た
っ
て
の
ん
び
り
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
五
月
の
町
触
れ

（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）
に
は
、「
大
手
・
桜
田
、

両
下
馬
ニ
て
煮
売
仕
間
敷

つ
か
ま
つ
る
ま
じ
く

候
」
と
あ
る
。
江

戸
城
大
手
門
や
桜
田
門
の
下
馬
所
で
は
、
登

城
し
て
仕
事
中
の
主
人
を
待
つ
供
の
者
が
た

む
ろ
し
て
お
り
、
彼
ら
を
目
当
て
に
煮
売
り

屋
が
立
ち
並
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
文
政
か
ら
天
保
（
一
八
一
八
〜

一
八
四
四
年
）
の
頃
を
思
い
起
こ
し
て
記
し

た
堀
秀
成
の
『
下
馬
の
お
と
な
ひ
』
に
は
、

「
ご
ざ
を
着
た
る
翁
、
白
き
袋
か
け
た
る
老
女

な
ど
、
こ
の
所
の
あ
り
さ
ま
に
、
た
ま
げ
は

て
ゝ
立
つ
め
り
。
立
売
の
商
人
は
、
こ
ん
に

や
く
の
で
ん
が
く
、
あ
ま
ざ
け
、
す
み
ざ
け

（
清
酒
）、
す
し
、
作
菓
子
な
ど
、
皆
下
部
の

買
ふ
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
武
家
の
供
の
者

た
ち
で
賑
わ
う
江
戸
城
下
馬
所
に
、
煮
売

り
・
立
売
り
な
ど
の
食
べ
物
商
売
が
店
を
広

げ
、
飲
食
物
を
商
売
し
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

江
戸
城
内
の
日
常
の
食
事
は
と
い
え
ば
、

基
本
的
に
御
広
敷
御
膳
所

お
ひ
ろ
し
き
ご
ぜ
ん
じ
ょ

で
調
理
さ
れ
大
奥

へ
運
ば
れ
た
。
こ
れ
は
毒
見
役
と
相
伴

し
ょ
う
ば
ん

役
が

務
め
、『
徳
川
制
度
史
料
』
に
よ
れ
ば
、
す
べ

て
同
一
品
を
取
り
分
け
て
ま
ず
毒
見
役
が
食

す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
人

前
の
膳
が
将
軍
の
御
膳
所
に
運
ば
れ
る
。
三

人
前
の
膳
は
、
将
軍
の
ほ
か
に
相
伴
役
の
小

姓
二
人
が
食
べ
る
た
め
で
、
小
姓
は
座
敷
の

隅
で
先
に
箸
を
つ
け
て
食
べ
、
そ
の
う
え
で

将
軍
が
食
べ
る
と
い
う
し
き
た
り
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
と
き
小
姓
は
、
将
軍
が
ゆ
っ
く

り
で
あ
れ
ば
ゆ
っ
く
り
と
、
一
膳
で
あ
れ
ば

一
膳
と
、
そ
の
速
度
と
量
に
合
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
食
事
は
、
将
軍
が
中
奥
の
表

向
御
膳
所
で
と
る
も
の
で
あ
り
、
大
奥
の
奥

御
膳
所
で
は
異
な
る
。『
旧
事
諮
問
録
』
や

『
千
代
田
城
大
奥
』
に
よ
れ
ば
、
食
事
は
一
〇

人
前
用
意
さ
れ
、
毒
見
役
と
御
台
様
の
膳
を

除
い
て
、
六
人
前
が
御
目
見
得

お

め

み

え

女
中
の
う
ち

当
番
の
も
の
に
下
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
食

事
の
内
容
を
、『
千
代
田
城
大
奥
』
に
記
さ
れ

た
春
の
朝
食
の
一
例
で
み
る
と
、
二
つ
の

懸
盤

か
け
ば
ん

（
儀
式
用
の
膳
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

一
の
膳
は
飯
と
落
と
し
卵
の
味
噌
汁
・
花
の

香
を
入
れ
た
サ
ワ
サ
ワ
豆
腐
の
平
・
蒲
鉾
・

胡
桃

く

る

み

の
寄
せ
物
・
錦
糸
卵
・
昆
布
・
鯛
の
切

り
身
を
寒
天
で
寄
せ
た
置
合

お
き
あ
わ
せ（

口
取
り
）。
二

の
膳
は
、
魴

ほ
う
ぼ
うの

焼
物
と
干
海
苔
で
巻
い
た
卵

焼
き
に
煎
り
豆
腐
の
壷
・
瓜う

り

の
粕
漬
け
・
大

根
の
味
噌
漬
け
の
香
の
物
で
あ
る
。

『
旧
事
諮
問
録
』
に
は
、
米
は
干
飯

ほ
し
い
い

の
よ

う
に
淡
白
な
蒸
し
飯
が
出
さ
れ
、
だ
い
た
い

決
ま
っ
た
献
立
で
、
将
軍
か
ら
特
別
な
注
文

も
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
出
さ
れ
た
料
理
を
す
べ
て
食
べ
る
こ
と

は
な
く
、
例
え
ば
煮
物
九
盛
の
う
ち
、
手
が

つ
け
ら
れ
る
の
は
二
盛
ぐ
ら
い
で
、
魚
も
一

箸
か
二
箸
ほ
ど
し
か
口
に
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
残
っ
た
料
理
は
、
中
臈
や
年
寄
に
振
舞

わ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
酒
は
代
々
の
将
軍
の

好
み
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
食
事
と
同
様
に

小
姓
が
相
伴
す
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は

独
り
酒
で
興
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
と
い
う
。

将
軍
の
食
事
は
、
思
い
の
ほ
か
質
素
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
食
事
は
十
五
代
将
軍
慶

喜
の
も
の
で
あ
る
。
十
一
代
将
軍
家
斉
の
場

合
は
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
三
〇

年
）
に
お
け
る
将
軍
の
献
立
記
録
『
調
理
叢

書
』
の
中
で
、
豪
華
な
食
事
を
し
て
い
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
月
三
か
日

は
二
汁
七
菜
の
料
理
が
並
び
、
普
段
で
も
、

朝
と
昼
は
一
汁
四
菜
、
夕
食
は
汁
な
し
で
五

菜
の
献
立
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
魚
介

類
を
み
る
と
、
鯛
が
圧
倒
的
に
多
く
使
わ
れ
、

記
帳
さ
れ
た
二
九
日
間
の
う
ち
二
二
日
に
わ

た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
月
に
何
日
か
決
め

ら
れ
た
精
進
の
日
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
毎
日
食

膳
に
鯛
が
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

家
斉
が
豪
華
な
食
事
を
し
て
い
た
頃
、
文

政
九
年
（
一
八
二
六
）、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ

ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
は
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
の
江
戸
参
府
に
加
わ
り
、
そ
の
と
き

に
見
聞
し
た
こ
と
を
『
江
戸
参
府
紀
行
』
に

書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
江
戸
の
物
価
が

地
方
の
城
下
町
よ
り
五
倍
も
高
い
こ
と
、
食

生
活
の
面
で
貧
富
の
差
が
著
し
い
こ
と
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
大
名
た
ち
の
食
膳
に
出
す
飯
は
、

一
升
の
米
の
う
ち
か
ら
大
き
く
て
上
質
な
も

の
の
み
を
選
ん
で
炊
き
、
釜
の
中
か
ら
真
ん

中
だ
け
を
食
べ
る
。
同
様
に
、
魚
類
や
野
菜

類
お
よ
び
酒
類
は
大
名
屋
敷
で
は
無
駄
に
使

わ
れ
て
い
る
が
、
最
下
層
民
た
ち
は
冬
の
寒

空
に
あ
わ
れ
な
露
命
を
つ
な
い
で
い
る
、
と

い
う
具
合
だ
。

上
質
な
米
の
選
定
に
関
し
て
い
え
ば
、
当

然
、
将
軍
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
。『
千
代

田
城
大
奥
』
に
よ
れ
ば
、
美
濃
米
を
御
舂
屋

お

つ

き

や

で
精
米
し
た
う
え
で
毎
日
四
、
五
人
が
黒
漆

の
盆
に
並
べ
、
大
き
く
良
い
も
の
を
一
粒
ず

つ
選
ん
で
御
膳
所
に
送
っ
た
と
い
う
。
慶
喜

の
食
事
は
、
家
斉
ほ
ど
豪
華
で
は
な
か
っ
た

が
、
背
後
で
は
手
の
込
ん
だ
配
慮
が
施
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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