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江
戸
初
期
の
江
戸
に
お
け
る
出
版
は
、
建
設
途
上
に
あ
っ
た
江
戸
と
い
う
都
市
が
明
暦
三
年
正
月
の
大
火
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
っ
た
後

に
急
速
に
発
展
す
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
以
前
に
江
戸
に
書
肆
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
江
戸
初
期
の
江
戸
版
に
つ
い
て

は
塩
村
耕
氏
の
「
元
禄
末
年
以
前
の
江
戸
版
元
と
出
版
物
一
覧
」（
1
）が
最
も
詳
し
い
が
、
こ
の
一
覧
に
よ
れ
ば
明
暦
以
前
に
は
少
な
く
と

も
十
八
の
書
肆
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
一
・
二
点
の
開
板
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
や
や
開
板
点
数

の
多
い
と
こ
ろ
で
は
西
村
又
右
衛
門
が
本
町
三
町
目
に
店
を
か
ま
え
、
承
応
元
年
に
『
聞
書
秘
伝
抄
』、
承
応
二
年
に
『
十
五
指
南
編
』

な
ど
を
出
版
し
、
ま
た
桂
六
左
衞
門
が
承
応
二
年
に
『
九
数
算
法
』、
明
暦
二
年
に
『
医
学
正
伝
論
』
等
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
明

暦
以
前
の
江
戸
の
書
肆
の
出
版
す
る
本
は
、
書
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
物
の
本
で
、
体
裁
も
明
朝
体
で
彫
刻
さ
れ
た
物

の
本
特
有
の
か
た
い
雰
囲
気
の
本
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
群
の
物
の
本
と
は
全
く
用
途
の
異
な
る
本
と
し
て
、
娯
楽
に
供
す
る
よ
う
な
本

が
本
格
的
に
出
版
さ
れ
始
め
る
の
が
明
暦
の
大
火
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
本
は
大
ま
か
に
括
っ
て
二
つ
の
傾
向
に
整
理
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
京
都
で
出
版
さ
れ
た
主
に
仮
名
草
子
を
利
用
し
て
、
そ
れ
を
江
戸
で
独
特
の
造
本
様
式
で
仕
立
て
な
お
し
た
、
所
謂
江
戸
版
と

称
さ
れ
る
本
の
出
版
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
江
戸
と
い
う
都
市
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
生
ま
れ
た
吉
原
や
芝
居
に
お
け
る
遊
女
評
判
記

や
役
者
評
判
記
、
あ
る
い
は
江
戸
で
活
躍
し
た
大
夫
の
正
本
で
あ
る
古
浄
瑠
璃
の
出
版
で
あ
る
。
前
者
は
テ
キ
ス
ト
は
京
出
来
の
も
の
で

あ
る
が
、
造
本
ス
タ
イ
ル
を
江
戸
風
に
仕
立
て
直
す
こ
と
で
京
版
と
は
異
な
る
商
品
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
り（
2
）、
こ
の

点
に
お
い
て
江
戸
版
は
元
版
が
京
都
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
江
戸
独
自
に
開
発
さ
れ
た
商
品
と
い
う
扱
い
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

江
戸
初
期
出
版
界
と
伊
勢

柏
崎
順
子



人文・自然研究　第 6 号　　94

ら
れ
る
。
後
者
は
江
戸
と
い
う
新
興
の
都
市
の
な
か
に
形
成
さ
れ
た
文
芸
に
題
材
を
求
め
、
江
戸
独
自
の
テ
キ
ス
ト
の
開
拓
に
努
め
た
出

版
活
動
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ど
ち
ら
も
江
戸
製
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
江

戸
製
の
本
を
出
版
す
る
書
肆
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
明
暦
以
前
か
ら
江
戸
で
出
版
活
動
を
し
て
い
た
書
肆
で
は
な
く
、
万
治
年
間
頃
か
ら

登
場
す
る
新
た
に
江
戸
の
出
版
に
参
入
し
て
き
た
書
肆
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
江
戸
で
出
版
し
て
い
た
書
肆
と
は
異
な
る
新
た
な
書

肆
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
出
版
活
動
を
始
め
る
一
つ
の
画
期
が
万
治
年
間
頃
で
あ
り
、
そ
の
商
品
が
所
謂
江
戸
版
な

り
、
評
判
記
あ
る
い
は
古
浄
瑠
璃
な
り
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
二
つ
の
出
版
の
様
相
を
整
理
し
て
み
る
。

　

こ
れ
ま
で
江
戸
初
期
、
江
戸
に
お
い
て
主
に
万
治
・
寛
文
期
、
独
特
の
造
本
様
式
で
仕
立
て
ら
れ
る
所
謂
江
戸
版
の
考
察
を
お
こ
な
っ

て
き
た
。
第
一
資
料
が
な
い
時
期
の
考
察
の
方
法
と
し
て
当
時
実
際
に
出
版
さ
れ
た
本
の
調
査
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
か
ら
江

戸
と
京
都
の
出
版
界
の
関
係
の
在
り
方
が
徐
々
に
見
え
始
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
正
保
・
慶
安
の
頃
か
ら
営
業
を
開
始
し
た
本
格
的
江

戸
資
本
の
書
肆
で
あ
る
松
会
が
中
心
と
な
っ
て
万
治
・
寛
文
期
、
山
本
九
左
衛
門
・
本
問
屋
の
三
書
肆
に
よ
っ
て
、
京
都
で
出
版
さ
れ
た

テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
、
独
特
の
造
本
様
式
で
江
戸
風
に
仕
立
て
直
し
て
出
版
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
風
の
造
本
様
式

と
は
、
独
特
の
字
風
、
師
宣
風
の
絵
を
有
す
る
こ
と
、
題
簽
の
装
飾
的
な
角
書
き
部
分
の
デ
ザ
イ
ン
と
字
風
、
元
版
で
あ
る
京
版
が
十

二
・
三
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
江
戸
版
は
十
五
・
六
行
で
あ
る
こ
と
、
漉
き
返
し
の
な
か
で
も
特
に
精
製
の
粗
な
料
紙
の
使
用
等
を
そ
の

特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
本
は
ほ
と
ん
ど
京
版
を
元
版
に
し
た
仮
名
草
子
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
版
は
必
ず
右

の
よ
う
な
造
本
様
式
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
江
戸
版
の
元
版
が
い
く
つ
か
の
特
定
の
書
肆
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
京

版
か
ら
江
戸
版
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
松
会
・
山
本
九
左
衛
門
・
本
問
屋
の
い
ず
れ
か
の
本
屋
が
共
有
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、

そ
の
際
の
重
複
し
た
江
戸
版
は
被
せ
彫
り
の
例
も
多
い
こ
と
、
つ
ま
り
京
版
か
ら
江
戸
版
に
な
る
際
は
、
前
述
し
た
江
戸
版
の
特
徴
を
必

ず
備
え
る
よ
う
に
仕
立
て
直
さ
れ
る
が
、
江
戸
版
か
ら
江
戸
版
が
作
ら
れ
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
体
裁
が
異
な
る
本
に
な
ら
な
く
と
も
問
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題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
現
象
が
偶
然
お
こ
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
京
都
と
江
戸

の
特
定
の
書
肆
の
あ
い
だ
で
何
ら
か
の
繫
が
り
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
江
戸
版
は
、
造
本
の
問
題
と
し

て
元
版
の
京
版
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
版
と
は
異
な
る
江
戸
独
自
の
本
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
、
即
ち
テ
キ
ス
ト

の
同
一
性
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
ず
、
も
の
と
し
て
の
書
物
の
体
裁
が
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
商
品
を
差
別
化
す
る
よ
う
な
、

現
在
と
は
異
な
る
感
覚
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
3
）。

　

た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
以
上
述
べ
た
江
戸
版
を
め
ぐ
る
京
都
書
肆
と
の
関
係
や
江
戸
版
を
出
版
す
る
書
肆
同
士
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
万
治
・
寛
文
期
に
限
定
し
て
の
現
象
で
あ
る
。
延
宝
期
に
な
る
と
そ
れ
以
前
に
京
都
と
江
戸
の
書
肆
の
間
に
存
し
た
繫
が
り

が
解
消
し
、
江
戸
内
部
に
お
い
て
は
松
会
・
山
本
九
左
衛
門
・
本
問
屋
が
関
与
す
る
江
戸
版
が
激
減
し
、
そ
れ
ら
三
書
肆
の
繫
が
り
も
解

消
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
延
宝
期
以
降
は
万
治
・
寛
文
期
に
は
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
本
を
出
版
し
て
い
た
鱗
形
屋
と
本

問
屋
が
相
合
で
出
版
す
る
な
ど
の
例
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
版
業
界
全
体
に
お
い
て
、
そ
の
関
係
性
に
何
等
か
の
変
化
が
生
じ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
造
本
様
式
の
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
後
も
江
戸
版
様
式
の
本
の
出
版
は
全
く
な
く
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
ま
で
江
戸
版
を
出
版
し
て
い
た
松
会
・
山
本
九
左
衛
門
・
本
問
屋
も
、
延
宝
期
以
降
も
一
・
二
点
の
江
戸
版
の
出
版
は
認

め
ら
れ
る
し
、
そ
の
他
に
も
点
数
は
多
く
は
な
い
が
江
戸
版
を
出
す
書
肆
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
延
宝
期
以
降
の
江
戸
版
は
、
万
治
・
寛
文

期
の
出
版
界
に
存
在
し
た
江
戸
と
京
都
の
書
肆
の
関
係
は
消
滅
し
た
が
、
江
戸
版
の
造
本
の
様
式
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
商
品
化
さ
れ
た
例

と
い
う
位
置
づ
け
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
延
宝
期
以
降
に
登
場
す
る
い
わ
ゆ
る
師
宣
絵
本
に
つ
い
て
は
、
江
戸
版
の
要
素
も
一
部
備
え
た
造
本
様
式
で
あ
り
、
江
戸
版
の

範
疇
に
い
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
当
初
江
戸
版
が
誕
生
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
と
江
戸

の
書
肆
の
何
等
か
の
繫
が
り
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
師
宣
絵
本
は
テ
キ
ス
ト
は
江
戸
自
前
の
も
の
で
あ
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る
こ
と
、
上
部
二
割
に
文
章
が
入
り
下
部
八
割
が
挿
絵
と
い
う
体
裁
に
変
化
す
る
な
ど
、
江
戸
版
成
立
時
の
江
戸
版
の
特
徴
と
は
異
な
る

要
素
を
も
つ
点
に
お
い
て
、
江
戸
版
と
は
別
扱
い
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
他
江
戸
版
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
を
参
照

さ
れ
た
い（
2
）。

　

い
ま
ひ
と
つ
の
傾
向
は
、
江
戸
と
い
う
都
市
建
設
の
途
上
で
形
成
さ
れ
た
吉
原
や
芝
居
に
お
け
る
遊
女
や
役
者
の
評
判
記
、
ま
た
は
江

戸
で
醸
成
さ
れ
た
奴
こ
と
ば
を
用
い
た
俳
書
、
江
戸
で
上
演
さ
れ
た
古
浄
瑠
璃
の
正
本
等
、
江
戸
出
来
の
テ
キ
ス
ト
を
開
発
す
る
こ
と
に

努
め
た
鱗
形
屋
を
筆
頭
と
し
た
書
肆
の
存
在
で
あ
る
。
鱗
形
屋
の
他
に
升
屋
、
吉
田
屋
、
板
木
屋
又
右
衛
門
等
の
書
肆
が
同
様
の
出
版
活

動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
肆
が
出
版
す
る
評
判
記
や
古
浄
瑠
璃
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
造
本
ス
タ
イ
ル
を
有
し
て
い
る
。

　

ま
ず
評
判
記
だ
が
、
版
型
は
中
本
か
小
本
で
、
字
風
は
江
戸
版
に
類
似
す
る
が
、
全
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
版
心
は
古
浄
瑠

璃
風
に
三
箇
所
に
大
黒
口
が
存
す
る
も
の
も
、
丁
数
の
み
の
も
の
も
あ
り
、
不
定
型
で
あ
る
。
挿
絵
は
こ
の
時
期
の
京
版
の
仮
名
草
子
に

一
般
的
な
大
和
絵
の
流
れ
を
く
む
挿
絵
と
は
異
な
る
、
大
枠
で
い
え
ば
所
謂
師
宣
風
と
総
称
で
き
る
絵
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
料
紙
は
灰

色
が
か
っ
て
い
て
精
製
の
粗
な
料
紙
が
少
な
く
な
い
が
、
江
戸
版
の
よ
う
に
厚
ぼ
っ
た
い
感
じ
は
な
い
。
江
戸
版
と
共
通
す
る
要
素
も
持

ち
な
が
ら
、
同
一
で
も
な
い
評
判
記
独
特
の
造
本
様
式
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

古
浄
瑠
璃
は
版
型
は
中
本
で
、
古
浄
瑠
璃
特
有
の
横
に
圧
縮
し
た
よ
う
な
文
字
で
あ
る
。
版
心
は
魚
尾
は
な
く
、
三
箇
所
に
大
黒
口
が

存
す
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
多
い
。
挿
絵
は
師
宣
風
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
時
期
に
営
業
を
開
始
し
た
書
肆
た
ち
が
新
た
に
江
戸
に
題

材
を
取
っ
た
同
様
の
商
品
を
開
発
し
、
造
本
様
式
も
一
定
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
肆
が
こ
う
し
た
ス

タ
イ
ル
を
個
別
に
開
発
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
印
刷
の
歴
史
の
古
い
京
都
と
は
異
な
り
、
新
興

の
都
市
で
あ
る
江
戸
に
お
い
て
は
印
刷
に
関
わ
る
職
人
が
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
職
人
を
共
有
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
登
場
し
た
書
物
の
ス
タ
イ
ル
を
定
型
化
し
て
い
く
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
鱗
形
屋
は
寛
文
十
・
十
一
年
頃
に
は
松
会
の
グ
ル
ー
プ
と
同
様
、
京
都
に
元
版
を
確
認
で
き
る
い
わ
ゆ
る
江
戸
版
を
作
成
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
鱗
形
屋
は
江
戸
版
を
作
成
す
る
書
肆
と
し
て
分
類
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
版
を
出
版
す
る
書
肆
の
う

ち
、
鱗
形
屋
以
外
の
三
書
肆
は
元
版
の
テ
キ
ス
ト
を
共
有
す
る
現
象
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
が
、
鱗
形
屋
は
む
し
ろ
こ
の
三
書
肆
と
は
あ
え

て
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
利
用
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
松
会
の
グ
ル
ー
プ
の
営
業
戦
略
と
は
別
路
線
の
、
江
戸
独
自
の
テ
キ
ス
ト
の

開
発
に
努
め
た
中
心
的
存
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
鱗
形
屋
の
所
謂
江
戸
版
の
出
版
は
一
時
的
な
試
み
で
、
松
会
等
の
グ
ル

ー
プ
が
京
版
の
テ
キ
ス
ト
を
共
有
し
て
お
こ
な
っ
た
江
戸
版
出
版
の
活
動
と
は
別
枠
の
出
版
活
動
を
し
た
書
肆
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
い
う
見
解
に
至
っ
て
い
る（
4
）。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
万
治
年
間
以
降
、
江
戸
出
版
界
に
新
た
に
登
場
し
て
き
た
江
戸
出
来
の
本
を
出
版
す
る
一
群
の
書
肆
が
あ
り
、
そ
の
書

肆
の
な
か
で
さ
ら
に
松
会
の
グ
ル
ー
プ
・
鱗
形
屋
の
グ
ル
ー
プ
と
い
う
よ
う
に
営
業
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
同
じ
く
す
る
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
書
肆
間
の
関
係
が
変
化
し
、
グ
ル
ー
プ
が
再
編
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
例
え
ば
既
述
し
た
よ
う
に
松
会
の
グ
ル
ー
プ
の
本
問
屋
と
、
別
の
グ
ル
ー
プ
の
鱗
形
屋
が
、
江
戸
版
作
成
の
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊

し
た
延
宝
四
年
に
相
合
で
『
義
経
記
』
を
出
版
し
て
い
る
例
や
、
同
じ
く
延
宝
期
に
な
る
と
松
会
の
出
版
し
た
『
一
休
和
尚
法
語
』・『
盲

安
杖
』・『
小
笠
原
流
躾
方
百
ヶ
条
』・『
女
仁
義
物
が
た
り
』・『
新
編
塵
劫
記
』・『
日
用
食
性
』
を
、
こ
れ
ま
で
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
は
な
か

っ
た
日
比
谷
横
町
の
「
亀
屋
」
と
い
う
書
肆
が
覆
刻
で
出
版
す
る
例
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
の
万
治
年
間
あ
た
り
か
ら
一
斉
に
登
場
し
て
き
る
江
戸
出
来
の
本
を
出
版
す
る
書
肆
の
一
群
は
、
そ
れ
ら
書
肆
の
な
か

で
時
に
再
編
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
娯
楽
的
な
内
容
で
か
つ
出
版
の
伝
統
の
あ
る
京
都
の
既
成
の
テ
キ
ス
ト
に
頼

ら
ず
江
戸
独
自
の
本
の
出
版
を
模
索
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
コ
ン
セ
プ
ト
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
既
述
の
よ
う
な
明
暦
以
前
か

ら
江
戸
で
営
業
し
て
い
た
物
の
本
を
出
版
し
て
い
た
よ
う
な
書
肆
が
、
こ
う
し
た
万
治
年
間
以
降
に
新
規
参
入
し
て
き
た
書
肆
の
よ
う
な
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コ
ン
セ
プ
ト
で
出
版
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
万
治
年
間
頃
か
ら
営
業
を
開
始
す
る
書
肆
の
一
群
は
、
そ
れ
以
前

に
江
戸
に
存
在
し
て
い
た
書
肆
に
は
な
い
、
何
か
別
の
共
通
の
属
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
以
前
か

ら
江
戸
に
存
し
て
い
た
仏
書
や
算
学
の
本
等
を
出
版
す
る
書
肆
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
共
通
の
何
か
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

書
肆
松
会
の
出
自

　

そ
の
問
題
を
考
察
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
び
書
肆
松
会
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
東
久
留
米

市
在
住
の
松
会
久
美
子
氏
と
、
そ
の
甥
で
あ
ら
れ
る
仙
台
市
在
住
の
松
会
紀
彦
氏
に
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
過
日
、

勤
務
先
に
紀
彦
氏
か
ら
御
芳
書
を
い
た
だ
き
、
御
先
祖
に
松
会
三
四
郎
と
い
う
人
物
が
い
る
こ
と
が
戸
籍
を
溯
る
こ
と
で
判
明
し
た
が
、

そ
の
名
前
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
筆
者
の
拙
論
「
松
会
三
四
郎
」
が
ヒ
ッ
ト
し
た
由
、
筆
者
の
研
究
し
て
い
る
書
肆
松
会

三
四
郎
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
調
査
に
は
全
面
的
に
協
力
し
て
く
だ

さ
る
と
の
あ
り
が
た
い
お
言
葉
に
、
さ
っ
そ
く
連
絡
を
と
り
、
松
会
家
の
戸
籍
謄
本
や
菩
提
寺
の
過
去
帳
の
記
録
を
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
叔
母
上
の
久
美
子
氏
が
勤
務
先
の
近
く
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
久
美
子
氏
と
の
面
会
が
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。

松
会
家
自
体
に
は
現
在
家
系
に
関
す
る
資
料
は
戸
籍
以
外
は
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
口
碑
で
伝
わ
る
こ
と
と
し
て
松
会
家
が
江
戸
時
代
、

徳
川
家
に
仕
え
た
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
罪
を
犯
し
、
松
会
姓
を
憚
っ
て
三
つ
の
別
の
姓
を
名
乗
っ
た
こ
と
、
先
祖
は
伊
勢
商
人
で
あ
っ
た

こ
と
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
徳
川
家
に
仕
え
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
書
肆
松
会
が
御
書
物
師
と
し
て
幕
府
の
御
用
達
商
人
で
あ
っ

た
こ
と
と
付
合
す
る
。
罪
を
犯
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
書
肆
松
会
は
後
述
す
る
よ
う
に
元
禄
十
年
に
暦
の
販
売
権
を

独
占
し
よ
う
と
画
策
し
て
果
た
せ
ず
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
後
も
幕
府
の
御
書
物
師
を
つ
と
め
、
松
会
姓
も
用
い
て
い
る
の
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で
、
口
碑
で
伝
わ
る
と
こ
ろ
の
罪
を
犯
し
た
と
い
う
の
は
元
禄
十
年
の
事
件
よ
り
後
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で

は
こ
れ
以
上
具
体
的
に
検
討
す
る
資
料
を
持
ち
え
な
い
。

　

い
ま
ひ
と
つ
の
松
会
家
が
伊
勢
商
人
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
書
肆
松
会
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
で

あ
る
。
し
か
し
、
も
し
書
肆
松
会
が
伊
勢
出
身
の
伊
勢
商
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
考
察
し
て
き
た
江
戸
版
の
考
察
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
初
期
出
版
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況（
5
）が
生
ま
れ
る
理
由
が
、
当
時
の
伊
勢
商
人
の
在
り
方
と
結
び
つ
い
て
う
ま

く
説
明
が
つ
く
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
は
現
在
の
松
会
家
の
情
報
に
基
づ
い
て
書
肆
松
会
と
の
関
係
を
以
下
に
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

松
会
家
の
戸
籍

　

既
述
の
松
会
家
に
伝
わ
る
口
碑
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
松
会
家
の
戸
籍
と
そ
の
菩
提
寺
の
資
料
が
参
考
と
な
る
。
松
会

紀
彦
氏
に
ご
提
供
い
た
だ
い
た
松
会
家
の
戸
籍
謄
本
に
よ
れ
ば
、
松
会
家
の
本
籍
は
三
重
県
宇
治
山
田
市
大
字
古
市
町
で
あ
る
。
こ
の
戸

籍
謄
本
の
う
ち
、
最
も
古
い
記
録
は
北
尾
芳
兵
衛
（
生
没
年
記
載
な
し
）
と
う
め
（
文
政
四
年
四
月
十
三
日
生
、
明
治
二
十
六
年
七
月
七

日
没
）
夫
妻
の
記
録
で
あ
り
、
御
夫
妻
の
次
男
三
四
郎
氏
が
、
時
期
は
判
然
と
し
な
い
が
松
会
姓
を
再
興
し
て
松
会
三
四
郎
と
な
っ
て
い

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
松
会
三
四
郎
は
書
肆
松
会
が
三
代
目
以
降
襲
名
し
て
い
く
名
で
あ
る
。
三
四
郎
と
い
う
命
名
自
体
が
、
出
生
時

に
既
に
松
会
家
を
再
興
す
る
担
い
手
と
な
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
三
四
郎
氏
の
戸
籍
は
現
段
階
で
は
確
認

で
き
な
い
た
め
、
そ
の
経
緯
は
不
明
だ
が
、
三
四
郎
氏
と
兄
弟
の
豊
八
氏
の
四
男
敬
三
氏
（
明
治
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日
生
）
が
明
治

四
十
二
年
五
月
二
十
二
日
に
「
廃
家
、
松
会
氏
再
興
届
」
を
出
し
て
受
理
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
敬
三
氏
が
十
七
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
叔
父
上
の
三
四
郎
氏
が
松
会
氏
を
再
興
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戸
籍
の
記
載
は
「
廃
家
松
会
氏
」
と
あ
る
の
で
、
三
四
郎
氏
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は
早
世
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
敬
三
氏
が
松
会
家
を
再
興
し
た
一
ヶ
月
後
に
北
畠
市
郎
右
衛
門
（
本
郷
区
湯
島
天
神
町
一
丁
目

四
十
六
番
地
）
と
い
う
人
物
が
敬
三
氏
の
後
見
人
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
敬
三
氏
は
、
そ
の
後
大
正
九
年
三
月
に
松
会
家
を
廃
し
、
中

村
鹿
太
郎
の
養
子
と
な
る
。
そ
の
一
ヶ
月
後
、
大
正
九
年
四
月
に
、
今
度
は
敬
三
氏
の
長
兄
壽
氏
の
二
男
陶
二
氏
、
す
な
わ
ち
久
美
子
氏

の
御
父
上
が
松
会
家
を
再
興
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
松
会
家
は
戸
籍
で
た
ど
れ
る
明
治
以
降
は
北
尾
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
の
だ

が
、
各
世
代
の
誰
か
が
松
会
家
を
再
興
し
、
松
会
家
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
努
め
、
今
日
御
一
族
の
一
部
が
松
会
姓
を
継
承
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
松
会
家
に
口
碑
で
伝
わ
る
松
会
姓
を
憚
る
事
情
が
あ
っ
て
、
別
の
三
つ
の
姓
を
名
乗
っ
た
と
い
う

松
会
家
の
口
碑
と
符
合
す
る
事
実
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
松
会
三
四
郎
」
の
名
は
『
武
鑑
』
に
「
御
書
物
所
」
と
し
て
宝
暦
七
年

ま
で
は
そ
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
一
時
途
絶
え
た
後
、
再
び
宝
暦
十
三
年
か
ら
寛
政
十
二
年
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
割
印
帳
』
に
、
寛
政
十
年
九
月
『
古
今
和
歌
集
』
の
版
元
売
り
出
し
人
と
し
て
前
川
六
左
衛
門
と
と
も
に
松
会
三
四
郎
の
名
を
確

認
で
き
る
。
寛
政
年
間
の
末
期
ま
で
は
松
会
は
書
肆
と
し
て
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
以
上
の
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。
そ
の
後
は
文
政
十
二

年
序
刊
『
続
諸
家
人
物
志
』
の
「
書
家
部
」
に
、「
松
会
陵　

名
ハ
芳
文
字
ハ
子
言
平
陵
山
人
ト
号
ス
下
野
ノ
人
通
称
ハ
松
会
三
四
郎　

文
化
癸
酉
十
二
月
六
日
没
ス
歳
七
十
二　

著
述　

書
典　

臨
池
余
談　

草
書
類
彙
」
と
記
載
が
あ
っ
て
、
書
家
松
会
平
陵
な
る
も
の
が
書

肆
松
会
家
当
主
の
通
称
三
四
郎
を
名
乗
っ
て
い
て
、
書
肆
松
会
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
下
野
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

疑
問
が
残
る
。
し
か
し
「
松
会
三
四
郎
」
と
い
う
名
が
書
肆
松
会
と
無
縁
で
あ
る
と
も
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
こ
の
書
家
松
会
平
陵

が
書
肆
松
会
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
陵
の
次
の
次
あ
た
り
の
代
の
「
松
会
三
四
郎
」
が
戸
籍
で
松
会
家
を
再
興
し
た
三

四
郎
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
松
会
家
の
戸
籍
に
松
会
三
四
郎
と
い
う
、
書
肆
松
会
の
三
代
目
以
降
の
当
主
の
通
称
と
同
名
の
人
物
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、

し
か
も
そ
の
人
物
は
廃
家
松
会
家
を
再
興
す
る
た
め
に
本
来
の
北
尾
姓
か
ら
松
会
姓
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
を
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
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松
会
久
美
子
氏
が
書
肆
松
会
の
御
子
孫
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
手
懸
か
り
と
し
て
松
会
家
の
菩
提
寺
の
資
料
が
あ
る
。
松
会
家
の
菩
提
寺
は
実
は
二
つ
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
上
野

の
源
隆
寺
（
東
京
都
台
東
区
東
上
野
六
丁
目
十
五
番
十
一
号
）、
今
ひ
と
つ
は
伊
勢
市
の
大
林
寺
（
三
重
県
伊
勢
市
古
市
町
九
十
七
番
地
）

で
あ
る
。
後
者
の
大
林
寺
は
戸
籍
に
記
載
の
あ
る
北
尾
家
の
菩
提
寺
だ
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
墓
を
東
京
に
移
転
し
て
お
り
、
北
尾
家
の

墓
石
は
現
在
存
在
し
な
い
。
一
方
の
源
隆
寺
に
は
明
治
三
十
七
年
に
建
立
さ
れ
た
松
会
家
の
墓
石
が
存
し
て
い
る
。
墓
石
の
正
面
に
は

「
松
会
／
増
田　

氏
累
代
之
墓
」
と
、
左
側
面
に
は
「
明
治
三
十
七
年
十
一
月
建
之
／
祠
堂　

金
五
拾
圓
也
／
施
主　

北
畠
市
郎
右
衛
門
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
石
正
面
の
表
記
は
松
会
家
が
増
田
と
い
う
姓
も
用
い
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
源
隆
寺

に
は
明
暦
年
間
か
ら
の
過
去
帳
が
存
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
松
会
姓
と
、
増
田
屋
あ
る
い
は
増
田
と
い
う
姓
の
人
物
の
記
録
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
現
在
個
人
情
報
の
問
題
で
第
三
者
が
過
去
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
前
松
会
紀
彦
氏
の
依
頼
で
源
隆
寺

の
白
川
良
行
御
住
職
が
抄
出
し
た
過
去
帳
の
記
録
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
記
録
を
元
に
御
住
職
の
特
別
な
計
ら
い
で
、
過
去

帳
の
松
会
氏
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
若
干
の
補
足
情
報
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
。
過
去
帳
の
松
会
お
よ
び
増

田
（
屋
）
と
い
う
人
物
の
記
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

天
和
四
年
十
月
二
十
八
日 

幻
了 

増
田
屋
市
大
夫
之　

子
息

 

宝
永
四
年
十
一
月
廿
五
日 

妙
哲
信
女 

増
田
屋
市
郎
右
衛
門　

母
 

享
保
十
年
六
月
三
日 

妙
智 

増
田
屋
五
郎
兵
衛　

息
女

 

享
保
十
年
十
一
月
九
日 

浄
円 

小
伝
馬
町
／
増
田
屋
市
郎
右
衛
門

 

享
保
十
五
年
十
月
廿
七
日 

妙
意
信
女 

小
伝
馬
町
／
増
田
屋
市
衛
門
娘
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寛
保
元
年
八
月
三
日 

穐
察
童
子 

増
田
屋
市
郎
右
衛
門　

孫
市
蔵　

二
才

 
延
享
元
年
七
月
十
九
日 

貞
心
信
女 

増
田
屋
市
郎
右
衛
門　

母　

七
十
九
才

 

延
享
二
年
十
二
月
十
九
日 

清
円
信
士 

増
田
市
郎
右
衛
門

 

寛
延
四
年
十
二
月
十
二
日 

寂
因
信
士 

増
田
屋
五
郎
右
衛
門

 

宝
暦
七
年
四
月
三
十
日 

理
空
信
士 

山
谷
／
忠
太
郎　

息
子

 

明
和
九
年
五
月
二
十
九
日 

妙
隆
信
女 

増
田
屋
市
蔵
ノ
妻

 

天
明
八
年
一
月
二
十
四
日 

西
円
信
士 

小
伝
馬
町
／
増
田
屋
市
郎
右
衛
門　

六
十
才

 

文
化
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

西
春
信
士 

増
田
屋
市
良
右
衛
門

 

嘉
永
六
年
六
月
七
日 
西
深
信
士 

松
会
市
良
右
衛
門

 

明
治
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日 
往
相
信
士 

増
田
徳
兵
衛　

七
十
才

 

明
治
三
十
七
年
二
月
十
八
日 

妙
誠
信
女 

増
田
志
げ　

徳
兵
衛
姉　

六
十
四
歳

 

昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日 

釈
朗
然
純
征 
松
会
征
二　

陶
二
二
男　

十
四
才

　

こ
の
過
去
帳
の
記
録
か
ら
は
松
会
が
増
田
屋
と
い
う
屋
号
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
代
々
の
名
が
「
市
郎
右
衛
門
」

で
あ
っ
て
、
書
肆
松
会
の
初
代
の
名
が
「
市
郎
兵
衛
」
で
あ
る
こ
と
と
一
致
し
な
い
。
し
か
し
「
市
郎
右
衛
門
」
と
「
市
郎
兵
衛
」
と
類

似
し
た
名
で
あ
る
。
増
田
屋
松
会
と
書
肆
松
会
は
松
会
一
族
の
な
か
の
別
家
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
に
本
籍
が
あ
る

松
会
家
が
源
隆
寺
を
菩
提
寺
と
し
た
の
は
、
松
会
陶
二
氏
の
二
男
征
二
氏
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
陶
二
氏
は
伊
勢
で
生
ま
れ

幼
少
期
も
伊
勢
で
過
ご
し
て
お
ら
れ
る
が
、
松
会
姓
を
再
興
し
、
上
京
し
た
後
に
源
隆
寺
が
松
会
家
に
縁
の
あ
る
寺
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
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源
隆
寺
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
菩
提
寺
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
墓
石
の
側
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
墓
石
建
立
の
施
主
北
畠
市
郎
右

衛
門
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
松
会
家
の
戸
籍
の
記
載
に
も
見
出
せ
る
。
北
尾
敬
三
氏
が
明
治
四
十
二
年
五
月
に
廃
家

松
会
氏
を
再
興
し
た
際
、
そ
の
一
ヶ
月
後
に
北
畠
市
郎
右
衛
門
氏
が
敬
三
氏
の
後
見
人
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
敬
三
氏
が
松
会
家
を

再
興
し
た
の
は
十
七
歳
の
時
で
あ
る
。
北
畠
氏
の
住
所
は
戸
籍
の
記
載
に
よ
れ
ば
東
京
氏
本
郷
区
湯
島
天
神
町
で
あ
る
が
、
敬
三
氏
は
明

治
四
十
四
年
六
月
二
十
七
日
に
小
石
川
区
表
町
に
転
籍
し
、
さ
ら
に
大
正
四
年
八
月
十
一
日
に
麴
町
区
飯
田
町
に
転
籍
し
て
い
る
。
松
会

家
に
は
壽
氏
の
メ
モ
帳
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
北
畠
市
郎
右
衛
門
氏
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
住
所
が
敬
三
氏
の
転
籍
し
た
飯

田
町
の
住
所
で
あ
る
。
一
時
期
、
北
畠
市
郎
右
衛
門
氏
と
敬
三
氏
は
同
居
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
松
会
姓
を
再
興
し
た

敬
三
氏
の
後
見
人
と
な
っ
た
北
畠
市
郎
右
衛
門
と
い
う
人
物
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
懸
か
り
は
松
会
家
一
族
の

北
尾
姓
の
菩
提
寺
で
あ
る
大
林
寺
で
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
北
尾
家
は
既
述
の
よ
う
に
昭
和
三
十
年
頃
に
関
東
の
富
士
霊
園
に
墓
を
移
転

し
て
お
り
、
現
在
大
林
寺
は
菩
提
寺
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
大
林
寺
に
墓
は
現
存
し
な
い
。
た
だ
過
去
帳
に
つ
い
て
は
大
林
寺
の
山
中

信
雄
御
住
職
の
御
好
意
で
北
尾
姓
の
記
録
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
大
林
寺
で
は
明
治
以
前
の
過
去
帳
は
劣
化
が
甚

だ
し
く
、
帳
面
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
と
の
こ
と
で
、
近
代
以
降
の
過
去
帳
を
調
べ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
明
治
二
十
六
年
か

ら
昭
和
六
年
ま
で
の
期
間
の
過
去
帳
に
北
尾
豊
八
氏
、
豊
八
氏
長
男
の
壽
氏
、
壽
氏
長
男
の
陽
左
右
氏
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
北
尾
家
の
戒
名
は
皆
院
号
が
つ
い
て
お
り
、
地
元
の
有
力
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
明
治
三
十

五
年
頃
「
北
畠
良
左
衞
門
妻
／
北
尾
親
戚
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
の
記
載
か
ら
北
畠
氏
は
北
尾
氏
、
即

ち
松
会
一
族
と
縁
故
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
資
料
か
ら
勘
案
す
れ
ば
松
会
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
口
碑
の
一
つ
で
あ
る
、
松
会
姓
を
憚
り
、
三
つ
の
姓
に
分
か
れ
て
名
乗
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
三
つ
の
姓
の
う
ち
の
二
つ
は
北
尾
・
北
畠
姓
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
戸
籍
の
記
載
に
よ
っ
て
北
尾
家
と
松
会
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家
が
同
族
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
、
源
隆
寺
の
松
会
家
墓
碑
銘
に
刻
ま
れ
て
い
る
墓
石
の
施
主
北
畠
氏
が
北
尾
家
菩
提
寺
大

林
寺
の
過
去
帳
に
よ
っ
て
親
戚
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

松
会
と
伊
勢

　

そ
れ
で
は
書
肆
松
会
が
伊
勢
出
身
で
あ
る
と
い
う
口
碑
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
万
治
・
寛
文
期
に
作
成
さ

れ
た
江
戸
版
に
つ
い
て
の
考
察
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ
の
調
査
の
途
上
で
た
び
た
び
伊
勢
と
関
連
す
る
事
柄
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り
気

に
な
っ
て
い
た
。
今
回
松
会
氏
か
ら
得
た
情
報
に
よ
る
書
肆
松
会
が
伊
勢
出
身
で
あ
る
事
実
は
、
そ
れ
以
外
の
点
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る

伊
勢
と
出
版
界
と
の
関
連
性
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
松
会
の
出
自
は
、
書
肆
松
会
個
別
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
万
治
・
寛
文
期
、

江
戸
に
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
登
場
し
て
く
る
書
肆
全
般
の
傾
向
と
し
て
検
討
す
る
べ
き
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

い
く
つ
か
伊
勢
と
出
版
界
と
の
関
係
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
江
戸
版
に
関
連
し
て
の
事
例
で
あ
る
。
江
戸
版
と
は
京
都
で
出
版
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
を
流
用
し
て
江
戸
の
特
定
の
書
肆
が
独
特
の
造
本
様
式
で
出
版
し
た
本
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
暦
四
年
山
田
市
郎

兵
衛
版
『
さ
ご
ろ
も
』
が
寛
文
五
年
に
松
会
か
ら
、
慶
安
五
年
版
『
女
鏡
秘
伝
書
』
が
万
治
二
年
に
松
会
か
ら
江
戸
版
様
式
で
出
版
さ
れ

て
い
る
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
暦
四
年
松
会
版
『
三
社
託
宣
抄
』
は
元
版
を
京
都
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
わ
り
に
慶
安
三
年

勢
州
山
田
松
本
清
房
版
『
三
社
託
宣
抄
』
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
伊
勢
版
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
文
で
江
戸
版
は
そ
れ
を
漢
字
仮
名

交
じ
り
文
に
彫
り
直
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
逐
一
伊
勢
版
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
の
江
戸
版
の
ほ
と
ん
ど

は
京
版
に
元
版
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
が
、
伊
勢
版
を
元
版
と
す
る
江
戸
版
が
存
す
る
こ
と
は
以
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
江
戸
版
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の
作
成
が
元
版
が
存
し
、
そ
れ
を
も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
例
は
松
会
が
伊
勢
の
出
版
に
携
わ
る
人

間
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
事
柄
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
延
宝
年
間
以
降
の
こ
と
に
な
る
が
、
松
会
の
三
代
目
松

会
三
四
郎
が
営
業
上
の
繫
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
書
肆
に
京
都
の
西
村
市
郎
右
衛
門
が
い
る
。
西
村
市
郎
右
衛
門
は
延
宝
三

年
跋
刊
『
女
五
経
』
が
出
版
の
嚆
矢
と
考
え
ら
れ
る
、
京
都
で
は
新
興
の
書
肆
で
あ
る
。
こ
の
『
女
五
経
』
が
後
に
、
京
都
の
梅
村
弥
右

衛
門
経
由
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
の
松
会
が
求
板
し
延
宝
九
年
に
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
会
が
出
版
し
た
本
を
後
に
求

板
し
、
松
会
の
刊
記
を
削
っ
て
「
西
村
開
板
」
と
入
木
し
て
出
版
さ
れ
た
本
が
四
本
存
在
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
時
代
は
下
る
が
松
会

版
『
甲
陽
軍
伝
解
』
の
後
印
本
の
刊
記
に
松
会
三
四
郎
と
西
村
市
郎
右
衛
門
、
そ
れ
に
江
戸
の
西
村
源
六
が
名
を
連
ね
た
相
合
版
が
存
す

る
な
ど
、
や
は
り
特
別
に
繫
が
り
の
密
な
書
肆
と
い
え
る
と
思
う
。
こ
の
西
村
市
郎
右
衛
門
は
、
一
方
で
伊
勢
の
書
肆
藤
原
長
兵
衛
と
相

合
で
少
な
く
と
も
五
本
の
版
本
を
出
版
し
て
い
る
。
中
島
隆
氏
「
西
村
市
郎
右
衛
門
未
達
の
出
版
活
動
と
没
年
の
推
定
」（
6
）に
西
村
版
の

リ
ス
ト
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

●

元
禄
五
年
『
本
絵
雛
形
』
―
元
禄
第
五
暦
／
申
孟
春
吉
辰
日
／
伊
勢
山
田
一
志
／
書
林　

長
兵
衛
店
／
江
戸
神
田
新
革
屋
町
／
西

村
半
兵
衛
店
／
京
三
條
通
油
小
路
東
ヘ
入
町
／
西
村
市
郎
右
衛
門　

新
版

●

元
禄
八
年
『
神
事
供
奉
記
』
―
元
禄
八
年
乙
亥
六
月
十
一
日
寿
梓
／
伊
勢
山
田　

藤
原
長
兵
衛
重
常
／
京
六
角
西
村
市
郎
右
衛
門

未
達

●

元
禄
九
年
『
伊
勢
二
所
皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』
―
元
禄
九
年
正
月
廿
一
日
寿
梓　

伊
勢
山
田
藤
原　

長
兵
衛
重
常
／
京　

六
角

西
村
市
郎
右
衛
門
未
達

●

元
禄
十
二
年
『
皮
籠
摺
』
―
元
禄
十
二
年
己
卯
年
／
賞
花
中
澣
／
伊
勢
山
田
上
一
志
町
／
藤
原
長
兵
衛
／
京
烏
丸
六
角
下
ル
町
／
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西
村
市
郎
右
衛
門

●

元
禄
十
五
年
『
神
事
随
筆
』
―
元
禄
十
五
年
九
月
吉
日
寿
梓　

伊
勢
山
田　

藤
原
長
兵
衛
重
常
／
京
烏
丸
西
村
市
郎
右
衛
門
渠
営

　

以
上
の
相
合
版
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
松
会
の
こ
と
を
考
察
す
る
上
で
浮
上
し
て
い
た
伊

勢
が
絡
ん
で
い
る
例
で
あ
る
。
ま
た
、
西
村
市
郎
右
衛
門
の
こ
の
出
版
事
例
は
、
伊
勢
と
の
繫
が
り
が
あ
る
の
は
江
戸
の
書
肆
だ
け
で
は

な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
伊
勢
商
人
の
活
動
は
近
世
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
歴
史
の
あ
る
京
都
に
も

当
然
進
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来
は
江
戸
の
伊
勢
商
人
の
み
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
京
都
の
伊
勢
商
人
に
つ
い
て
の

研
究
は
必
ず
し
も
進
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
京
都
に
お
い
て
も
寛
文
期
あ
た
り
か
ら
営
業
を
始
め

る
書
肆
は
少
な
か
ら
ず
存
し
、
こ
れ
ら
京
都
に
お
け
る
新
興
の
書
肆
の
候
補
と
し
て
は
、
江
戸
進
出
と
同
様
に
資
本
と
印
刷
技
術
を
有
し

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
地
元
の
京
都
以
外
で
は
伊
勢
の
商
人
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
京
都
の
出
版
界

が
伊
勢
と
何
ら
か
の
繫
が
り
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
が
京
都
の
書
肆
で
行
わ
れ
て
い
た
伊
勢
講
の
存
在
で
あ
る
。
講
と
い
え
ば

い
わ
ゆ
る
頼
母
子
講
の
よ
う
に
金
融
に
か
か
わ
る
講
が
想
起
さ
れ
る
の
だ
が
、
書
肆
の
間
で
集
ま
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
講
は
そ
れ
以
外

に
も
別
の
機
能
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
蒔
田
稲
城
氏
は
『
京
阪
書
籍
商
史
』（
7
）の
「
京
都
本
屋
仲
間
内
に
お
け
る
小
団
体
」
に
お

い
て
、
書
肆
だ
け
が
集
ま
っ
て
作
ら
れ
た
講
の
存
在
を
紹
介
し
、
そ
の
講
の
目
的
を
、（
一
）
或
る
書
籍
の
刊
行
（
殊
に
大
部
の
書
籍
の

場
合
）
に
際
し
、
共
同
出
資
の
た
め
に
講
を
作
っ
た
も
の
、（
二
）
講
の
名
義
で
共
同
出
版
を
行
う
事
を
目
的
と
し
た
も
の
、（
三
）
講
の

名
義
を
以
て
出
版
せ
ざ
る
も
、
そ
の
講
員
数
名
の
名
義
で
刊
行
す
る
。
の
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
正
徳
五
年
版
『
増
益
書
籍

目
録
大
全
』
に
、「
伊
勢
講
」「
夷
講
」「
弁
天
講
」
の
名
で
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
紹
介
し
て
い
る
。
な
か
で
も
伊

勢
講
は
書
肆
永
田
調
兵
衛
氏
が
家
蔵
さ
れ
て
い
た
記
録
の
な
か
に
「
貞
享
二
年
十
月
二
十
日　

伊
勢
講
初
会
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
早
く
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か
ら
伊
勢
講
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
貞
享
二
年
の
講
は
、『
京
都
／
書
林
行
事　

上
組
済
帳
標
目
』
の
元
禄
九
年
の

重
版
の
裁
判
の
記
録
の
次
に
、
講
中
四
十
三
人
に
銀
五
十
目
を
配
当
す
る
旨
記
録
さ
れ
て
い
る
そ
の
講
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
文
中
に
「
貞
享
二
年
講
始
り
己
来
掛
銀
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
講
中
の
な
か
に
は
老
舗
の
中
野
小
左
衛
門
や
八
尾

勘
兵
衛
な
ど
の
名
前
も
見
い
だ
せ
る
。
蒔
田
氏
は
こ
の
伊
勢
講
に
つ
い
て
、

　

此
伊
勢
講
な
る
名
義
は
京
都
の
み
な
ら
ず
、
大
阪
の
書
林
仲
間
の
中
に
も
あ
っ
て
、
阿
佐
井
宗
仲
校
の
校
正
韻
鏡
（
享
祿
元
年
初

刊
）
を
大
阪
書
林
伊
勢
講
の
名
義
で
、
寛
保
二
年
五
月
求
板
出
版
し
て
い
る
（
大
阪
府
立
図
書
館
所
蔵
）。
昔
の
本
屋
が
、
何
か
伊

勢
と
の
間
に
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
或
る
人
は
之
に
対
し
て
、
元
来
伊
勢
に
は
暦
を
彫
刻
す
る
た
め
に
優
秀
な

技
倆
を
有
す
る
彫
刻
師
が
ゐ
て
、
一
年
に
一
度
の
暦
彫
刻
の
御
用
を
果
し
た
後
は
、
其
の
閑
暇
な
期
間
を
利
用
し
て
、
書
籍
板
木
の

彫
刻
の
注
文
に
応
じ
て
く
れ
た
の
で
、
京
都
大
阪
の
書
肆
は
伊
勢
参
宮
を
兼
ね
て
、
彫
刻
の
注
文
に
伊
勢
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
果
し
て
事
実
と
せ
ば
或
は
此
の
伊
勢
講
は
、
伊
勢
に
居
る
彫
刻
師
に
対
す
る
共
同
注
文
の
便
宜
を
目
的

と
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
し
て
い
る
。
斯
様
に
京
都
や
大
阪
に
書
肆
が
構
成
員
の
「
伊
勢
講
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
伊
勢
の
暦
の
版
木
を
彫
る
職
人
の
技
術

が
京
都
や
大
阪
で
利
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
出
版
業
界
に
お
け
る
伊
勢
と
の
関
係
は
、
江
戸
と
伊
勢
の
関
係
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
当
時
の
出
版
業
界
全

体
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
こ
と
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
万
治
・
寛
文
期
に
江
戸
に
登
場
し
た
新
興
の
書
肆
が
京
都
の
書

肆
と
何
ら
か
の
繫
が
り
を
も
っ
て
江
戸
版
を
作
成
し
て
い
く
仕
組
み
が
生
ま
れ
る
背
景
に
、
伊
勢
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い
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る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
え
ば
、
松
会
三
四
郞
は
元
禄
七
年
に
仙
台
の
書
肆
山
村
市
右
衛
門
と
『
十
四

経
眸
子
』
を
相
合
で
出
版
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
刊
記
に
「
元
禄
七
甲
戌
年
仲
冬
浣
吉
／
武
陵
書
林　

松
会
三
四
郞
／
仙
府
書
肆　

山
村

市
右
衛
門
」
と
あ
る
。
京
都
や
大
阪
を
含
め
て
の
大
都
市
の
書
肆
と
地
方
書
肆
と
の
相
合
版
と
し
て
は
既
述
の
京
都
の
西
村
市
郎
右
衛
門

と
伊
勢
の
藤
原
長
兵
衛
と
並
ん
で
非
常
に
早
い
例
で
あ
る
。
松
会
三
四
郞
が
何
故
こ
の
時
期
に
仙
台
の
山
村
市
右
衛
門
と
相
合
版
を
出
し

た
の
か
、
ど
う
い
う
繫
が
り
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
出
版
業
界
に
伊
勢
商
人
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、

仙
台
は
東
北
に
お
け
る
伊
勢
商
人
の
拠
点
に
な
っ
て
い
る
地
で
あ
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
仙
台
で
最
大
手
の
書

肆
に
成
長
し
て
い
く
の
が
伊
勢
屋
半
右
衛
門
で
あ
る
が
、
こ
の
書
肆
の
屋
号
が
伊
勢
屋
で
あ
る
こ
と
も
伊
勢
商
人
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆

し
て
お
り
、
仙
台
の
出
版
界
の
伊
勢
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
仙
台
と
伊
勢
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
仙
台
に
お
け
る
伊
勢

の
文
芸
の
伝
播
か
ら
も
考
察
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
伊
勢
と
江
戸
の
出
版
界
に
限
定
し
て

そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

江
戸
の
伊
勢
商
人

　

江
戸
の
出
版
と
伊
勢
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
万
治
年
間
あ
た
り
か
ら
京
都
に
存
し
た
テ
キ
ス
ト
に
頼
ら
ず
、

江
戸
で
新
た
な
テ
キ
ス
ト
を
開
発
し
な
が
ら
出
版
業
を
開
始
し
た
書
肆
が
、
大
伝
馬
町
と
大
伝
馬
町
に
続
く
通
油
町
に
集
中
し
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
板
木
屋
又
右
衛
門
だ
け
は
御
成
町
、
後
に
日
比
谷
横
丁
で
営
業
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
大
伝
馬
町
周
辺
で
は

な
い
例
外
の
書
肆
で
あ
る
。
大
伝
馬
町
と
い
え
ば
、
そ
の
町
名
が
示
す
如
く
江
戸
幕
府
の
伝
馬
制
度
の
も
と
で
伝
馬
役
を
負
担
し
た
町
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
天
正
十
一
年
に
入
府
し
た
家
康
は
す
ぐ
に
伝
馬
制
の
整
備
を
始
め
、
江
戸
城
下
の
宝
田
村
、
千
代
田
村
に
伝
馬
役
を
担
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わ
せ
、
馬
込
勘
解
由
、
高
野
新
右
衛
門
、
小
宮
善
右
衛
門
等
に
そ
の
支
配
を
命
じ
て
い
る
が
、
慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
の
拡
張
工
事
の
際

に
郭
内
の
町
屋
を
郭
外
に
移
転
さ
せ
た
際
、
宝
田
村
は
大
伝
馬
町
と
南
伝
馬
町
に
、
千
代
田
村
は
小
伝
馬
町
に
移
転
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

馬
町
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
初
期
に
江
戸
の
上
層
町
人
と
な
っ
て
い
く
人
々
は
、
主
に
家
康
が
江
戸
に
入
府
し
た
際

に
三
河
・
遠
江
・
駿
河
と
い
っ
た
家
康
の
旧
領
か
ら
移
入
し
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
大
伝
馬
町
の
町
名
主
馬
込
勘
解
由
は
三
河
の
出
身

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
伝
馬
町
は
早
く
か
ら
伊
勢
商
人
に
よ
る
木
綿
問
屋
が
多
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る（
8
）。
大
伝

馬
町
の
木
綿
問
屋
の
成
立
時
期
に
は
二
つ
の
画
期
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
時
期
は
升
屋
・
久
保
寺
・
赤
塚
・
富
屋
の
四
軒
が
木
綿
問

屋
と
な
っ
た
寛
永
年
間
で
、
第
二
の
時
期
は
川
喜
田
・
長
谷
川
・
小
津
等
こ
れ
ま
で
木
綿
仲
買
で
あ
っ
た
七
十
軒
が
木
綿
問
屋
と
な
っ
た

貞
享
三
年
で
あ
る
。
第
一
期
に
登
場
す
る
升
屋
や
久
保
寺
な
ど
は
町
内
地
主
と
し
て
慶
長
年
間
以
来
の
町
名
主
・
伝
馬
方
で
あ
る
馬
込
氏

の
下
で
町
年
寄
・
伝
馬
行
事
な
ど
を
勤
め
て
い
た
が
、
寛
永
期
に
こ
れ
ら
の
町
人
が
大
伝
馬
一
丁
目
で
木
綿
問
屋
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
伊
東
弥
之
助
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
伝
馬
駅
に
し
て
商
品
の
運
搬
に
携
わ
り
、
商
品
の
購
入
と
販
売
経
験
を
積
ん
だ
者
は
、
伝
馬

役
銭
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
馬
事
業
を
揚
棄
し
、
独
立
し
て
純
然
た
る
商
人
に
転
じ
て
い
っ
た
。」
と
推
測
さ
れ
て
い
る（
9
）。
こ

れ
に
対
し
、
第
二
期
、
貞
享
三
年
に
木
綿
問
屋
と
な
っ
た
川
喜
田
や
長
谷
川
は
、
そ
れ
以
前
は
木
綿
仲
買
で
あ
っ
た
が
、
第
一
期
に
創
業

し
た
四
軒
が
同
年
売
場
問
屋
と
な
り
、
代
わ
っ
て
川
喜
田
ら
が
木
綿
問
屋
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貞
享
ま
で
に
成
立
し
た
木
綿
仲
買
の

う
ち
成
立
年
代
の
判
明
す
る
五
十
二
軒
に
つ
い
て
の
開
業
年
が
北
島
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
寛
永
十
二
年
は

川
喜
田
久
太
夫
等
三
名
、
寛
永
十
五
年
は
徳
力
屋
与
兵
衛
、
正
保
五
年
は
田
端
屋
冶
兵
衛
等
十
名
、
明
暦
元
年
は
白
子
屋
七
右
衛
門
等
十

七
名
、
明
暦
二
年
に
は
久
住
屋
清
兵
衛
、
寛
文
三
年
は
藪
屋
三
郎
左
衞
門
、
寛
文
五
年
は
大
黒
屋
次
郎
三
郎
等
九
名
、
寛
文
十
年
に
伊
勢

屋
冶
右
衛
門
等
三
名
、
延
宝
三
年
に
小
津
屋
小
右
衛
門
等
三
名
、
延
宝
五
年
、
六
年
、
八
年
、
貞
享
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
る
。

寛
永
年
間
か
ら
正
保
、
明
暦
、
寛
文
と
漸
次
店
が
増
加
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
伊
勢
商
人
の
木
綿
問
屋
が
集
中
し
て
い
た
大
伝
馬
町
界
隈
に
所
謂
江
戸
版
を
出
版
し
た
書
肆
が
や
は
り
集
中
し
て
い
る
。
江
戸
版

を
出
版
す
る
山
本
九
左
衛
門
の
住
所
は
大
伝
馬
三
町
目
で
あ
る
こ
と
が
山
本
版
諸
本
の
刊
記
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
鱗
形
屋
も
同
じ

く
刊
記
か
ら
住
所
は
大
伝
馬
三
丁
目
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
問
屋
の
住
所
は
通
油
町
だ
が
、
こ
の
通
油
町
と
い
う
の
は
大
伝
馬
三

町
目
に
続
く
隣
町
で
あ
る
。
通
油
町
に
は
他
に
も
以
下
の
よ
う
な
万
治
・
寛
文
期
に
出
版
を
開
始
し
た
書
肆
を
確
認
で
き
る
。

吉
田
屋
―
『
源
氏
の
ゆ
ら
ひ
』
万
治
二
年

伊
勢
屋
―
『
仙
人
龍
王
威
勢
諍
』　

寛
文
十
一
年

志
賀
屋
勘
兵
衛
―
『
き
く
わ
く
物
語
』
万
治
・
寛
文
頃

板
木
や
六
左
衞
門
―
『
万
聞
書
秘
伝
』
明
暦
四
年

ま
す
屋
―
『
箱
根
山
合
戦
』
万
治
三
年

も
づ
や
―
『
咸
陽
宮
』
明
暦
三
年

板
木
屋
又
左
衛
門
―
『
う
ぢ
の
ひ
め
き
り
』
明
暦
四
年

板
木
屋
甚
九
郎
―
『
方
円
秘
見
集
』
寛
文
七
年

　

な
ど
で
あ
る
。
な
か
で
も
伊
勢
屋
と
称
す
る
書
肆
が
出
版
に
参
入
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
時
代
が
下
る
と
伊
勢
屋
と
称
す

る
店
が
必
ず
し
も
伊
勢
出
身
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
が
、
こ
の
時
期
に
伊
勢
屋
と
名
乗
る
店
は
伊
勢
出
身
の
書
肆
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

時
代
が
下
る
が
通
油
町
で
は
天
和
年
間
に
は
書
肆
伊
勢
屋
伊
兵
衛
も
営
業
を
始
め
て
い
る
。
貞
享
四
年
刊
『
江
戸
鹿
子
』
に
は
職
種
別
に

店
の
多
い
場
所
を
記
載
し
て
い
る
が
、「
浄
瑠
璃
本
屋
」
と
い
う
項
に
は
「
通
油
町
・
大
伝
馬
三
丁
目
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
古
浄
瑠
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璃
の
よ
う
な
江
戸
出
来
の
新
作
の
テ
キ
ス
ト
を
出
版
す
る
書
肆
が
大
伝
馬
町
界
隈
に
集
中
し
、
新
た
に
登
場
し
て
き
た
古
浄
瑠
璃
の
正
本

等
を
扱
う
書
肆
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
物
の
本
を
扱
う
「
書
物
屋
」
の
項
に
は
「
通
町
、
神
明
前
、
下
谷

池
ノ
端
、
中
通
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
浄
瑠
璃
本
や
江
戸
版
等
が
当
初
か
ら
物
の
本
と
は
異
な
る
空
間
で
異
質
の
商
品
と
い
う
認
識
の

も
と
に
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
大
伝
馬
町
界
隈
は
伊
勢
出
身
の
木
綿
問
屋
が
次
々
と
開
業
す
る
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
書
肆
も
ま
た
少
な
か

ら
ず
開
業
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
創
業
の
場
所
と
時
期
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
万
治
年
間

あ
た
り
か
ら
大
伝
馬
町
界
隈
で
書
肆
を
創
業
す
る
者
が
伊
勢
出
身
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
根
拠
が
薄
弱
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
出
版
業
と
い
う
得
意
な
業
態
の
営
業
の
必
要
条
件
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
る
。
伊
勢
か
ら
や
っ

て
き
た
人
間
が
江
戸
で
書
肆
を
開
業
し
た
可
能
性
は
、
伊
勢
と
い
う
土
地
柄
上
、
非
常
に
説
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
伊
勢
は
古
く
か
ら

印
刷
し
た
暦
を
御
師
が
全
国
に
配
布
し
て
い
た
。
丹
生
暦
の
濫
觴
は
さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
が
、
山
田
の
伊
勢
暦
（
版
暦
）
の
濫
觴

は
、

寛
永
八
か
の
と
未
年
（
一
六
三
一
）
神
社
村
森
若
大
夫
と
云
者
始

同
十
二
年
箕
曲
甚
大
夫
初
而
暦
出

同
十
九
年
閏
九
月
二
日
箕
曲
甚
大
夫
森
若
大
夫
両
人
訴
訟
御
奉
行
所
石
川
大
隅
守
殿
決
断
初
而
白
人　

暦
免
許
相
成
り
候
事

と
あ
り
、
ま
た
、
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一　

勢
州
山
田
暦
判
仕
初
年
之
年
ハ
寛
永
八
辛
未
年
也

　
　

此
時
ノ
御
奉
行
ハ
花
房
志
摩
守
様
也
山
田
奉
行
始
ナ
リ

一　

箕
曲
甚
大
夫
清
在
暦
仕
初
年
之
年
ハ
寛
永
十
二
乙
亥
年
也

一　

森
若
大
夫
与
箕
曲
甚
大
夫
暦
ノ
出
入
及
対
決
年
ハ
寛
永
十
九
壬
午
年
閏
九
月
二
日
此
時
ノ
御
奉
行
ハ
石
川
八
左
衛
門
様
ノ
時
也

 

『
箕
曲
在
一
所
蔵
旧
記
』

　

と
あ
っ
て
、
寛
永
八
年
か
ら
版
暦
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る（
10
）。
つ
ま
り
伊
勢
は
出
版
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要

条
件
で
あ
る
印
刷
の
技
術
が
存
在
し
て
い
た
場
所
な
の
で
あ
る
。
新
興
の
都
市
空
間
で
、
い
い
か
え
れ
ば
印
刷
技
術
の
存
在
し
な
い
場
所

で
出
版
業
を
開
始
す
る
に
は
資
本
力
だ
け
で
は
無
理
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
出
版
業
界
に
進
出
で
き
る
人
間
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
必
要
条
件
を
み
た
し
て
い
る
の
が
京
都
以
外
で
は
伊
勢
の
人
間
を
筆
頭
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
江
戸
に
万
治
期
に
進
出

し
て
く
る
書
肆
は
、
印
刷
技
術
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
明
暦
以
前
か
ら
江
戸
で
営
業
し
て
い
る
、
主
に
京
都
書
肆
の
出
店

な
ど
の
よ
う
に
出
版
す
る
テ
キ
ス
ト
を
確
保
で
き
な
い
が
た
め
に
、
江
戸
で
独
自
に
テ
キ
ス
ト
を
開
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
人
間
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
京
都
で
は
な
く
伊
勢
の
人
間
が
江
戸
で
こ
の
時
期
出
版
業
を
開
始
し
た
と
い
う
の
は
か
な
り
説
得
力
の
あ
る
説
と

い
え
よ
う
。
こ
の
時
期
木
綿
を
あ
つ
か
う
商
人
も
続
々
と
伊
勢
か
ら
江
戸
の
大
伝
馬
町
界
隈
に
進
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
伊
勢

の
暦
の
印
刷
の
技
術
が
江
戸
の
出
版
業
に
結
び
つ
い
た
可
能
性
を
考
え
る
際
、
江
戸
に
お
け
る
暦
の
出
版
も
伊
勢
商
人
が
住
み
つ
い
た
大

伝
馬
町
周
辺
か
ら
発
祥
し
た
事
実
に
思
い
当
た
る
。

江
戸
に
お
け
る
暦
出
版
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江
戸
期
に
お
け
る
暦
の
出
版
は
、
貞
享
の
改
暦
ま
で
は
幕
府
の
統
制
下
に
無
く
、
各
地
の
暦
師
が
そ
れ
ぞ
れ
暦
算
し
た
テ
キ
ス
ト
を
用

い
て
印
刷
、
出
版
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
各
地
で
テ
キ
ス
ト
や
体
裁
が
異
な
っ
た
暦
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
で
は
家
康
が
入

府
し
た
慶
長
年
間
に
は
既
に
暦
が
作
成
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
岡
田
芳
朗
氏
に
よ
っ
て
原
本
が
確
認
さ
れ
た
最
も
早
い
暦
は
、
寛
文
十

三
年
『
い
せ
こ
よ
み
』（
岡
田
氏
所
蔵
―
未
見
）（
11
）で
あ
る
。
岡
田
氏
は
他
に
も
同
類
の
江
戸
暦
と
し
て
延
宝
四
年
長
谷
河
丁
大
和
喜
□

蔵
版
、
延
宝
六
年
は
ん
木
屋
彦
右
衛
門
版
、
延
宝
十
年
吉
田
屋
版
、
天
和
二
年
山
本
九
郎
□
版
、
天
和
四
年
か
ぎ
や
新
□
版
の
存
在
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
現
在
所
在
は
ほ
と
ん
ど
が
不
明
で
、
唯
一
原
本
を
確
認
で
き
る
の
は
、
西
尾
市
立
岩
瀬
文
庫
所
蔵
延
宝
十
年
『
い
せ
こ

よ
み
』
の
最
終
丁
裏
左
下
に
「
か
め
や
彦
右
エ
門
」
と
摺
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
亀
屋
彦
右
衛
門
は
日
比
谷
横
丁
で
寛
文
頃
か
ら

営
業
を
し
て
い
た
書
肆
で
あ
る
。
体
裁
は
暦
の
一
般
的
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
折
り
本
で
は
な
く
冊
子
仕
立
て
の
中
本
で
、
表
紙
に
な
ま
ず
絵

が
描
か
れ
、
左
肩
に
「
い
せ
こ
よ
み
」
と
直
に
摺
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
暦
は
、
板
元
が
江
戸
の
書
肆
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
伊
勢
で
作

成
さ
れ
た
伊
勢
暦
で
は
な
く
、
江
戸
版
「
い
せ
こ
よ
み
」
な
の
で
あ
る
。
家
康
入
府
当
初
か
ら
印
刷
さ
れ
て
い
た
と
い
う
江
戸
の
版
暦
が

こ
の
本
の
よ
う
な
折
本
で
は
な
い
冊
子
仕
立
て
で
あ
っ
た
か
否
か
は
延
宝
期
以
前
の
江
戸
暦
が
現
存
し
な
い
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
こ
の
延
宝
か
ら
貞
享
ま
で
の
版
暦
も
含
め
、
貞
享
元
年
以
前
の
江
戸
で
作
成
さ
れ
た
版
暦
の
写
本
が
ど
の
よ
う
に
入
手
さ
れ

て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
他
の
地
方
の
暦
は
毎
年
の
暦
の
推
算
・
吉
凶
付
な
ど
は
暦
師
が
お
こ
な
い
、
写
本
つ
ま
り
原

稿
を
各
地
で
独
自
に
作
成
し
て
印
刷
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
江
戸
に
お
い
て
は
書
物
の
出
版
・
販
売
を
行
う
板
元
が
暦
を
作
成
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
暦
の
写
本
は
ど
こ
か
ら
か
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
渡
辺
氏
は
現
存
す

る
延
宝
十
年
江
戸
版
「
い
せ
こ
よ
み
」
を
貞
享
の
改
暦
以
前
に
各
地
で
出
版
さ
れ
て
い
た
暦
の
暦
注
と
比
較
さ
れ
て
い
る
が
（
渡
邊
氏
前

掲
書
）、
そ
の
結
果
、
江
戸
で
作
成
さ
れ
た
こ
の
「
い
せ
こ
よ
み
」
は
伊
勢
の
暦
師
が
作
成
し
た
伊
勢
暦
の
系
統
に
あ
る
こ
と
を
報
告
さ
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れ
て
い
る
。
つ
ま
り
万
治
・
寛
文
期
江
戸
で
暦
を
出
版
し
て
い
た
者
た
ち
は
伊
勢
暦
の
テ
キ
ス
ト
の
情
報
を
入
手
し
て
出
版
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
こ
と
も
当
時
の
江
戸
の
出
版
業
界
が
伊
勢
と
繫
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

後
年
の
記
録
に
な
る
が
『
暦
記
録
』（
12
）に
記
載
さ
れ
た
元
禄
十
年
時
の
暦
業
者
十
一
人
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

大
伝
馬
町
弐
丁
目
新
四
郎
店 

甚
右
衛
門

 

通
旅
籠
町
又
兵
衛
店 

九
左
衛
門

 

同　
　

町　

清
六
店 

喜
右
衛
門

 

同　
　

町
孫
兵
衛
店 

七
右
衛
門

 

通
油
町
五
兵
衛
店 
勘
右
衛
門

 

同　
　

町
家
主 
三
右
衛
門

 

同
町
茂
左
衛
門
店 

喜
左
衛
門

 

同
町
同　

　

人
店 

金
兵
衛

 

通
塩
町
茂
兵
衛
店 

七
兵
衛

 

通
油
町
次
平
店 

忠
兵
衛

　

こ
の
う
ち
、
通
旅
籠
町
は
万
治
年
間
頃
の
大
伝
馬
三
丁
目
の
こ
と
で
あ
る
し
、
通
塩
町
は
通
油
町
に
隣
接
す
る
町
で
あ
る
。
つ
ま
り
暦

業
者
は
大
伝
馬
二
丁
目
か
ら
三
丁
目
、
通
油
町
、
塩
町
と
一
本
の
通
り
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
年
の
鶴
屋
喜
衛
門
の
出
版

物
の
刊
記
に
「
暦
開
板
所　

大
伝
馬
三
丁
目　

鶴
屋
喜
右
衛
門
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
通
り
は
ま
た
、
既
述
の
よ
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う
に
万
治
期
に
創
業
す
る
新
興
の
書
肆
が
営
業
し
て
い
た
場
所
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
万
治
年
間
頃
に
伊
勢
の
暦
師
が
江
戸
へ
移
住
し
、
書
肆
と
し
て
営
業
を
始
め
る
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
出
来
事
が
明
暦

四
年
に
起
こ
っ
て
い
る
。
渡
邊
氏
が
前
掲
書
で
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
資
料
で
あ
る
。
室
町
時
代
、
京
都
に
は
摺
暦
座
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
暦
の
印
刷
が
独
占
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
土
御
門
文
書
に
よ
っ
て
十
五
世
紀
中
ご
ろ
に
は
三
人
の
摺
暦
座
が
あ
り
、
大
経

師
が
独
占
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
十
五
世
紀
後
半
、
具
体
的
に
は
天
正
年
間
頃
に
な
る
と
、
各
地
で
勝
手
に
暦
を
開
板
す
る
も
の
が
出
て

き
た
こ
と
が
『
集
古
文
書
』
等
で
確
認
で
き
、
そ
の
こ
と
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
も
続
い
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る（
13
）。

新
暦
開
板
大
経
師
為
進
止
事
天
正
勅
裁
厳
重
之
上
近
年
恣
令
開
暦
之
族
有
之
由
太
以
不
可
然
早
任
先
規
可
令
停
止
彼
輩
之
旨
可
令
下

知
給
者
依
天
気
執
達
如
件

　

明
暦
三
年
十
二
月
二
日 

大
弁　

在
判　

　

　

謹
上　

右
少
弁
殿

　

す
な
わ
ち
明
暦
三
年
の
こ
の
文
書
は
、
新
暦
の
開
板
は
大
経
師
に
の
み
許
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
そ
れ
以
外
の
も
の
が

み
だ
り
に
開
板
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
旨
の
内
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

洛
中
大
経
師
三
嶋
暦
之
事
大
経
師
権
之
助
可
存
知
之
旨
従
往
古
蒙
勅
許
之
処
其
後
和
州
奈
良
勢
州
山
田
之
暦
師
等
猥
致
開
板
就
令
売

買
板
倉
周
防
守
遂
穿
鑿
達
叡
聞
之
処
自
今
以
後
暦
之
儀
権
之
助
可
任
指
図
之
旨
被
仰
出
畢
然
処
此
度
亦
望
勅
許
之
綸
旨
事
甚
以
夷
曲

之
至
也
、
依
之
奈
良
山
田
両
所
之
暦
重
而
被
籠
舎
者
也
。
然
則
暦
之
事
如
先
規
大
経
師
権
之
助
可
為
進
退
之
旨
依
天
気
下
知
如
件
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明
暦
四
年
三
月
十
六
日 

佐
渡
守
判　

　

と
い
う
文
書
が
続
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
は
明
暦
四
年
に
奈
良
と
勢
州
山
田
の
暦
師
が
み
だ
り
に
暦
を
開
板
し
て
い
る
こ

と
を
糾
弾
し
、
奈
良
と
伊
勢
山
田
両
所
の
暦
師
を
「
籠
舎
」
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
中
の
「
三
嶋
暦
」
は
暦
一
般
を
表

す
用
語
で
あ
る
と
い
う
。
奈
良
や
伊
勢
山
田
の
暦
師
に
と
っ
て
こ
れ
は
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
前

者
の
文
書
か
ら
明
暦
三
年
に
は
大
経
師
以
外
の
者
の
暦
出
版
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
が
始
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
明
暦

三
年
前
後
と
い
う
の
は
江
戸
で
そ
れ
ま
で
の
物
の
本
を
出
版
す
る
書
肆
と
は
一
線
を
画
す
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
本
を
出
版
す
る
書
肆
が

江
戸
に
登
場
し
て
き
た
の
と
同
じ
時
期
で
あ
る
。
明
暦
四
年
の
大
経
師
以
外
の
暦
開
板
へ
の
厳
し
い
取
り
締
ま
り
で
決
定
的
に
別
の
営
業

方
針
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
伊
勢
の
印
刷
職
人
た
ち
が
、
出
版
に
関
し
て
は
新
興
地
で
あ
る
江
戸
へ
流
入
し
た
と
す
れ
ば
、
江
戸

で
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
出
版
を
始
め
た
書
肆
が
、
多
く
印
刷
の
職
人
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
「
板
木
屋
某
」
と
名
乗
っ
て
登
場
し
た

て
き
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
江
戸
で
は
明
暦
三
年
正
月
の
大
火
後
、
新
た
な
都
市
計
画
の
も
と
に
再
建
が
行
わ
れ
て

い
る
真
最
中
で
、
日
本
橋
界
隈
で
商
売
を
す
る
商
人
た
ち
も
振
り
だ
し
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
斯
様
に
江
戸
で
は
新
た
に
商
売
に

携
わ
る
人
間
を
受
け
入
れ
る
態
勢
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
伊
勢
の
暦
師
た
ち
が
暦
の
出
版
以
外
に
営
業
の
模
索
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
重
な
っ
た
こ
と
が
、
江
戸
に
お
け
る
伊
勢
の
印
刷
職
人
た
ち
の
出
版
業
創
業
に
結
び
付
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
貞
享
元
年
に
は
改
暦
が
あ
っ
て
、
暦
出
版
の
体
制
が
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
大
き
な
変
革
を
見
せ
る
。
幕
府
は
貞
享
改
暦
を
行
う
と
同

時
に
天
文
方
を
置
き
、
こ
こ
で
作
成
さ
れ
た
暦
写
本
（
草
稿
）
に
よ
る
版
暦
の
み
が
出
版
を
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
文
方
で
作

成
さ
れ
た
暦
写
本
（
草
稿
）
は
、
幸
德
井
家
で
暦
注
が
付
さ
れ
、
そ
の
原
稿
を
再
度
天
文
方
に
戻
し
て
天
文
方
で
校
閲
し
、
そ
の
上
で
幸

德
井
家
か
ら
大
経
師
に
渡
し
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
国
に
流
布
す
る
テ
キ
ス
ト
が
統
一
・
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
地
の
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暦
師
た
ち
も
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
者
だ
け
が
暦
を
板
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
享
改
暦
当
時
の
各
地
の
暦
が
売
暦
か
頒

暦
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
次
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。
保
井
算
哲
の
大
経
師
宛
書
翰
で
あ
る（
14
）。

　
　

貞
享
暦
御
改
暦
以
後
者

一　

伊
勢
暦
之
事
御
師
之
土
産
斗
ニ
而
売
買
不
仕
候
様
被
仰
付
候
由
岡
部
駿
河
守
殿
御
物
語
候
写
本
者
此
方
よ
り
以
飛
脚
遣
候
事

一　

南
都
暦
之
事
和
州
陰
陽
師
共
ニ
和
州
一
国
之
売
買
御
免
他
国
江
は
出
申
候
段
書
付
有
之
候
事

一　

三
嶋
暦
は
伊
豆
一
国
江
戸
江
茂
出
申
候
得
共
一
幅
茂
売
買
無
之
候
事

一　

会
津
暦
其
領
内
売
買
近
辺
出
候
由

一　

江
戸
は
大
勢
仕
来
候
者
共
売
買
御
免
何
茂
皆
写
本
此
方
よ
り
遣
候
者
也

一　

大
経
師
暦
之
事
何
れ
之
国
ニ
而
茂
売
買
御
構
無
之
候
由
承
候
者
也

　

右
之
通
被
仰
付
候
ケ
様
之
旨
可
被
相
心
得
候
但
院
経
師
事
者
一
万
幅
売
買
御
免
其
上
は
堅
不
仕
候
者
也

貞
享
三
年
寅
八
月 

保
井
算
哲
花
押

　
　

大
経
師
内
匠
殿

　

こ
の
書
翰
の
内
容
か
ら
伊
勢
暦
は
頒
暦
で
あ
っ
て
売
買
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
写
本
は
天
文
方
よ
り
飛
脚
で
伊
勢
の
暦
師
に
与
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
江
戸
は
大
勢
の
も
の
が
や
っ
て
来
て
い
る
が
こ
れ
ら
の
者
に
は
売
買
を
許
可
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の

者
た
ち
に
天
文
方
か
ら
写
本
を
渡
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伊
勢
の
暦
師
は
独
自
に
暦
算
し
て
い
た
方
式
か
ら
、
天
文
方
か
ら
の
写
本

を
も
と
に
暦
を
作
成
す
る
方
式
に
変
化
し
、
貞
享
以
前
は
伊
勢
の
暦
師
の
写
本
を
入
手
し
て
版
暦
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
江
戸
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の
書
肆
も
天
文
方
か
ら
写
本
を
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
暦
写
本
を
入
手
す
る
経
路
の
変
化
は
、
営
業
上
の
重
要

な
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
大
伝
馬
町
界
隈
で
「
い
せ
こ
よ
み
」
等
、
暦
の
出
版
を
し
て
い
た
書
肆
と
、
江
戸
版
や
遊
女
評

判
記
、
古
浄
瑠
璃
等
を
出
版
し
て
い
た
書
肆
は
あ
る
程
度
重
複
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
こ
の
暦
出
版
に
お
け
る

営
業
上
の
変
化
は
、
こ
れ
ら
の
書
肆
に
も
何
等
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
高
い
。
万
治
・
寛
文
期
に
江
戸
で
開
業
し
た
書
肆
が
伊
勢

か
ら
や
っ
て
き
た
人
間
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
明
暦
三
年
か
ら
四
年
の
伊
勢
山
田
の
暦
師
の
取
り
締
ま
り
も
、
貞
享
の
改
暦
も
、
そ
れ
ら
の

書
肆
に
と
っ
て
は
営
業
方
針
の
転
換
を
迫
る
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
暦
に
ま
つ
わ
る
明
暦
年
間
と
貞
享
年
間
の
出
来
事
と
、

江
戸
版
や
江
戸
に
題
材
を
求
め
た
評
判
記
や
古
浄
瑠
璃
の
出
版
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
万
治
・
寛
文
期
に
江
戸
版
が
出
版
界
で
組

織
的
に
作
成
さ
れ
た
そ
の
開
始
と
終
息
の
両
方
の
時
期
に
こ
の
暦
出
版
を
め
ぐ
る
動
き
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
の
暦
師
が
取
り

締
ま
り
に
あ
っ
た
明
暦
四
年
は
す
な
わ
ち
万
治
元
年
で
あ
る
。
江
戸
版
は
万
治
年
間
か
ら
出
版
が
始
ま
り
、
貞
享
元
年
即
ち
改
暦
の
頃
に

激
減
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
江
戸
内
で
京
版
を
元
版
と
す
る
テ
キ
ス
ト
を
共
有
し
て
い
た
松
会
・
山
本
九
左
衛
門
・
本
問
屋
の
関
係
も

解
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
の
出
版
界
の
動
き
と
伊
勢
の
暦
師
の
動
き
に
因
果
関
係
を
み
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
無
理
は
無
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
右
の
保
井
算
哲
の
書
翰
に
、
江
戸
の
暦
出
版
に
携
わ
る
者
が
、「
大
勢
仕
来
候
者
」
と
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
あ
る

時
期
、
多
く
の
暦
出
版
を
す
る
者
が
江
戸
へ
や
っ
て
来
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
り
、
明
暦
三
・
四
年
の
頃
、
伊
勢
の

暦
出
版
に
携
わ
る
者
が
江
戸
へ
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
京
都
の
暦
出
版
に
つ
い
て
、
岡
田
芳
朗
氏
は
、
貞
享
の
改
暦
前
後
は
京
都
の
大
経
師
が
行
う
暦
出
版
は
形
骸
化
し
、
ほ
と
ん
ど

伊
勢
暦
の
写
本
に
倣
っ
て
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
15
）。
こ
の
こ
と
は
京
都
に
も
伊
勢
の
暦
写
本
の
情
報
が
流
れ
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
書
肆
松
会
に
つ
い
て
の
考
察
の
際
浮
上
し
て
い
た
伊
勢
と
江
戸
と
京
都
の
出
版
界
の
繫
が
り
は
暦
出
版
の

問
題
に
お
い
て
も
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
江
戸
版
の
出
版
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
い
た
江
戸
と
京
都
の
繫
が
り
の
み
で
は
な
く
、
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伊
勢
と
い
う
、
資
本
力
も
商
売
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
印
刷
技
術
も
、
さ
ら
に
い
え
ば
販
路
も
持
ち
得
て
い
る
伊
勢
の
商
人
の
関
与
の
可
能
性
を

踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
初
期
出
版
界
の
様
相
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
出
版
と
い
う
事
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
テ
キ
ス
ト

調
達
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
新
興
の
書
肆
が
江
戸
独
自
の
テ
キ
ス
ト
の
開
発
に
努
め
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
伊
勢
と
出
版
界
の
関

係
の
可
能
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
伊
勢
の
文
芸
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
別
の
状
況
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

注（
1
）
塩
村
耕
『
近
世
前
期
文
学
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
、
若
草
書
房
）

（
2
）
柏
崎
順
子
「
江
戸
版
考　

其
三
」（
一
橋
大
学
紀
要
『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
4
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
一
橋
大
学
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
）

（
3
）
柏
崎
順
子
「
江
戸
版
考

　

―
　

版
権
の
様
相
」（『
日
本
古
書
通
信
』
第
九
四
八
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
、
日
本
古
書
通
信
社
）

（
4
）
柏
崎
順
子
「
鱗
形
屋
」（『
言
語
文
化
』
第
47
巻
、
二
〇
一
〇
年
、
一
橋
大
学
語
学
研
究
室
）

（
5
）
注
2
に
掲
出
の
拙
稿
の
他
、
柏
崎
順
子
「
江
戸
版
考
」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
4
号
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
、
日
本
評
論
社
）、
柏
崎
順

子
「
江
戸
版
考　

其
二
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
1
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
橋
大
学
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
）、
柏
崎
順
子
「
松
会
三
四
郎
」

（『
言
語
文
化
』
第
32
巻
、
一
九
九
五
年
、
一
橋
大
学
語
学
研
究
室
）、
柏
崎
順
子
「
松
会
三
四
郎　

其
二
」（『
言
語
文
化
』
第
45
巻
、
二
〇
〇
八

年
、
一
橋
大
学
語
学
研
究
室
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
中
島
隆
『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
所
収
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（
7
）
蒔
田
稲
城
『
京
阪
書
籍
商
史
』（
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
修
正
覆
刻
版
）

（
8
）
以
下
、
江
戸
初
期
の
伊
勢
商
人
の
動
向
に
つ
い
て
は
北
島
正
元
編
著
『
伊
勢
商
業
と
伊
勢
店
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
）
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

（
9
）
伊
東
弥
之
助
「
初
期
の
江
戸
商
業
組
織
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
四
三
―
四
号
）

（
10
）
渡
邊
敏
夫
『
日
本
の
暦
』（
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
一
年
）

（
11
）
岡
田
芳
朗
「
地
震
な
ま
ず
の
「
い
せ
ご
よ
み
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
天
文
研
究
会
報
文
』V

ol, 5, N
o, 4

、
一
九
七
三
年
）

（
12
）『
暦
記
録
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

（
13
）『
諸
家
文
書
纂
』
十
四
（『
明
時
館
叢
書
』
巻
三
所
収
）

（
14
）『
明
時
館
叢
書
』
所
収
。

（
15
）『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
岡
田
芳
朗
「
伊
勢
暦
」
の
項
に
よ
る

　

本
稿
は
、
松
会
家
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
く
だ
さ
っ
た
松
会
紀
彦
氏
、
松
会
久
美
子
夫
妻
、
源
隆
寺
の
白
川
良
行
御
住
職
、
大
林
寺
の
山
中
信
雄
御
住
職

の
御
好
意
の
賜
で
あ
る
。
特
に
松
会
紀
彦
氏
か
ら
の
御
芳
書
な
し
に
は
今
回
の
報
告
は
な
し
得
な
か
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


