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江
戸
町
方
の

河
岸
地
と
冥
加
金

江
戸
の
河
岸
地
は
誰
の
も
の
？

江
戸
町
方
の
河
岸
地
は
い
っ

た
い
誰
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。
以
下
の
小
文
で
、
そ
の
答
え
を

探
っ
て
み
る
。

江
戸
の
町
を
縦
横
に
走
る
水
路
を
利
用
し
た
舟
運
が
、
当
時
、

物
資
の
輸
送
手
段
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
船
を
付
け
荷
揚
げ
を
行
う
た
め
に

も
、
ま
た
、
倉
庫
を
建
て
荷
物
を
保
管
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ

ら
の
用
地
で
あ
る
河
岸
地
が
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
寛
政
改
革
の
際
、
い
わ
ゆ
る
社
倉
と
し
て

開
設
さ
れ
た
江
戸
町
会
所
は
、
本
来
の
機
能
で
あ
る
救
貧
活
動

の
他
に
、
町
人
た
ち
に
対
し
て
、
彼
ら
が
所
有
す
る
土
地
を
担

保
に
と
っ
た
金
銭
貸
付
も
行
っ
て
い
た
。
そ
の
貸
付
の
審
査
に

あ
た
っ
て
、
担
保
と
な
る
土
地
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
最
高
ラ

ン
ク
の
評
価
の
「
場
所
柄
宜
敷
」
地
域
と
は
、「
日
本
橋
辺
は
勿

論
、
す
べ
て
船
付
な
ど
宜
敷
、
諸
邦
よ
り
諸
商
人
多
く
入
込
候
」

場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
舟
運
利
用
＝
「
船
付
」
の

た
め
の
基
幹
施
設
で
あ
る
河
岸
地
が
地
域
に
経
済
的
繁
栄
を
も

た
ら
す
条
件
と
し
て
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
状
況
が
う
か
が
え

る
。

河
岸
地
占
有
権
と
冥
加
金

本
巻
に
収
録
し
た
文
政
七

（
一
八
二
四
）
年
七
月
六
日
付
の
町
奉
行
の
「
申
渡
」
は
、「
御

江江

戸

一
八
二
四

一
八
二
八

一
八
二
四
ー
一
八
二
八
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府
内
町
々
」
の
「
河
岸
地
」
に
つ
い
て
、そ
の
「
坪
数
」
や
「
場

所
柄
」
に
応
じ
て
「
上
納
金
」
を
納
め
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
上
納
金
」
は
、
そ
の
後
、
一
般
に
は

河
岸
地
冥
加
金
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

河
岸
地
冥
加
金
を
幕
府
に
対
し
て
支
払
っ
た
の
は
、
水
路
沿

い
の
町
々
で
土
地
を
所
有
し
て
い
た
地
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
町

内
に
お
い
て
地
主
が
所
有
す
る
土
地
の
基
本
的
な
区
画
を
町
屋

敷
と
い
う
が
、
水
路
沿
い
の
町
々
の
町
屋
敷
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

河
岸
地
に
対
面
す
る
町
屋
敷
間
口
に
応
じ
た
分
の
河
岸
地
が
付

属
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
も
し
町
屋
敷
の
間
口
が
五
間
だ
っ

た
と
す
れ
ば
、
町
屋
敷
と
道
路
を
挟
ん
で
対
面
す
る
河
岸
地
に

お
い
て
間
口
五
間
分
の
区
画
が
そ
の
町
屋
敷
に
付
属
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
町
屋
敷
を
所
有
す
る
地
主
が
、
町

屋
敷
に
付
属
す
る
河
岸
地
区
画
の
方
も
占
用
す
る
権
利
が
成
立

し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
町
屋
敷
を
、
当
時
、
河
岸
付
町
屋
敷

と
称
し
た
。
小
林
信
也
は
、
河
岸
付
町
屋
敷
を
所
有
す
る
地
主

の
河
岸
地
に
お
け
る
こ
の
権
利
を
河
岸
地
占
有
権
と
名
づ
け
て

い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
町
人
で
あ
る
地
主
の
私
有
が

成
立
し
て
い
た
町
屋
敷
（
沽
券
地
）
と
は
異
な
り
、
河
岸
地
は

幕
府
の
土
地
＝
公
儀
地
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
点
、

町
人
地
に
お
け
る
道
路
な
ど
と
同
様
の
位
置
づ
け
だ
と
も
い
え

る
。
し
か
し
、
道
路
と
は
異
な
り
、
河
岸
地
に
お
い
て
は
前
述

し
た
よ
う
な
町
人
の
占
有
権
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
河
岸
地
占
有
権
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
の
史
料

に
は
「
殊
に
河
岸
之
儀
、
先
規
よ
り
川
岸
付
家
持
共
へ
御
預
ケ

被
下
置
候
」
と
あ
り
、
ま
た
、
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
の
史
料

に
は
「
町
々
川
岸
地
面
之
儀
は
、
古
来
よ
り
其
所
之
町
屋
敷
に

相
付
、
町
奉
行
支
配
に
て
、
河
岸
付
町
屋
敷
と
申
来･･･

町
人

共
之
株
ニ
仕
来
候
」
と
み
え
る
。
い
ず
れ
も
、「
先
規
」・「
古
来
」

か
ら
「
家
持
共
」
＝
「
町
人
共
」
＝
地
主
が
保
持
し
た
権
利
で

あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
十
七
世
紀
ま
で
遡

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
河
岸
地
冥
加
金
と
は
、
河
岸

付
町
屋
敷
の
地
主
が
本
来
公
儀
地
で
あ
る
河
岸
地
に
対
し
て
従

来
保
持
し
て
き
た
占
有
権
に
対
し
、
幕
府
が
文
政
七
年
に
な
っ

て
新
た
に
賦
課
を
開
始
し
た
負
担
で
あ
っ
た
。
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河
岸
地
は
幕
府
の
も
の
？

地
主
が
負
担
す
る
河
岸
地
冥
加
金

の
額
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
坪
数
」
と
「
場
所
柄
」
に

よ
っ
て
違
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
高
額
な
日
本
橋
周
辺
の
河
岸

地
の
場
合
、
月
額
で
河
岸
地
一
坪
あ
た
り
銀
七
分
五
厘
で
あ
っ

た
。
京
橋
周
辺
で
は
、
同
じ
く
銀
五
分
と
さ
れ
た
。
築
地
周
辺

の
河
岸
地
が
低
額
で
同
じ
く
銀
一
分
、
本
所
深
川
の
河
岸
地
は
、

場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
銀
六
厘
か
ら
銀
二
分
五
厘
ま
で
に

設
定
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
橋
南
の
本
材
木
町
で
間
口
五

間
奥
行
八
間
の
河
岸
地
を
占
有
し
て
い
る
地
主
の
場
合
を
想
定

す
る
と
、
同
地
域
は
一
坪
銀
五
分
の
設
定
な
の
で
、
月
額
で
銀

二
〇
匁
、
年
額
で
金
四
両
程
度
の
負
担
に
な
る
。
幕
府
金
蔵
に

実
際
納
め
ら
れ
た
冥
加
金
の
一
年
間
の
合
計
は
六
三
四
八
両
余

り
に
の
ぼ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
相
当
な
額
の
河
岸
地
冥
加
金
を
新
規
に
賦
課
す

る
に
あ
た
っ
て
の
幕
府
側
の
論
理
を
「
文
政
七
年
申
渡
」
か
ら

抜
き
出
し
て
意
訳
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

河
岸
地
は
公
儀
地
で
あ
っ
て
町
人
の
も
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
幕
府
が
河
岸
地
を
町
人
た
ち
か
ら
取
り
上
げ
て

町
人
た
ち
の
利
用
が
で
き
な
く
す
る
こ
と
も
当
然
あ
り
え
る

の
だ
が
、
長
年
、
町
人
た
ち
が
河
岸
地
を
占
有
し
続
け
、
さ

新川酒問屋（『江戸名所図会』巻二）
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ら
に
は
許
可
を
取
っ
て
蔵
や
小
屋
を
建
て
る
な
ど
し
て
大
変

便
利
に
利
用
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
町

人
た
ち
の
河
岸
地
利
用
を
そ
の
ま
ま
許
す
こ
と
に
す
る
か
ら
、  

そ
の
こ
と
を
有
り
難
く
思
っ
て
冥
加
金
を
上
納
せ
よ
。

以
上
が
河
岸
地
冥
加
金
を
賦
課
す
る
幕
府
の
論
理
で
あ
っ

た
。
幕
府
は
、
周
到
に
も
、
こ
の
「
文
政
七
年
申
渡
」
を
町
々

に
触
れ
る
四
日
前
、
河
岸
付
町
屋
敷
の
地
主
に
対
し
て
脅
し
め

い
た
町
触
（
本
巻
収
録
）
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
は
、「
重

き
公
儀
地
」
で
あ
る
河
岸
地
を
自
分
の
「
持
地
面
同
様
」
に
「
心

得
違
」
し
て
い
る
地
主
も
い
る
が
そ
の
よ
う
な
地
主
か
ら
は
河

岸
地
を
「
取
上
ケ
」
る
こ
と
も
あ
る
ぞ
、と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
唐
突
な
町
触
を
読
ん
だ
地
主
た
ち
の
間
で
は
か
な
り
の
動

揺
が
走
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
警
告
を
出
し
た
上
で

の
冥
加
金
上
納
命
令
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
冥
加
金
上
納
に

抵
抗
す
る
地
主
た
ち
も
い
た
。
霊
岸
島
の
町
々
か
ら
は
、
島
に

渡
る
橋
の
維
持
管
理
を
自
分
た
ち
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
冥
加
金
減
額
の
訴
え
が
町
年
寄
役
所
に
出
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
幕
府
側
に
立
つ
町
年
寄
（
そ
も
そ
も
冥
加
金
賦
課

の
発
案
者
も
町
年
寄
た
ち
）
の
樽
吉
五
郎
か
ら
は
、
冥
加
金
上

納
が
嫌
な
ら
河
岸
地
は
没
収
す
る
、
橋
は
切
り
落
と
し
て
し
ま

え
、
と
い
っ
た
厳
し
い
叱
責
が
あ
り
、
結
局
、
町
人
た
ち
は
訴

え
を
引
き
下
げ
た
（
本
巻
収
録
〔
参
考
〕
史
料
及
び
『
大
日
本

近
世
史
料

市
中
取
締
類
集
』
十
一
よ
り
）。

河
岸
地
は
町
人
の
も
の
？

し
か
し
、
地
主
た
ち
が
一
方
的
に

冥
加
金
の
負
担
を
押
し
付
け
ら
れ
た
だ
け
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
河
岸
地
の
蔵
や
小
屋
の
建
て
直
し
と
修
復
に

つ
い
て
は
、
従
来
の
町
奉
行
所
に
よ
る
許
可
制
か
ら
単
な
る
届

出
制
へ
と
変
え
ら
れ
、
実
質
上
自
由
化
さ
れ
た
。
新
規
の
建
築

や
増
築
に
つ
い
て
は
従
来
と
同
じ
く
許
可
制
と
さ
れ
た
が
、
そ

の
制
限
も
有
名
無
実
化
し
て
い
っ
た
。
実
は
、
河
岸
地
冥
加
金

の
上
納
開
始
に
先
立
っ
て
、
冥
加
金
上
納
案
と
と
も
に
、
河
岸

地
を
地
主
た
ち
へ
払
い
下
げ
る
と
い
う
別
案
（
河
岸
地
私
有
化

案
）
も
幕
府
・
町
年
寄
の
間
で
検
討
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
は
、

冥
加
金
賦
課
の
た
め
河
岸
地
は
公
儀
地
で
あ
る
と
い
う
建
前
を

強
調
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
、
河
岸
地
に
お
け
る
地
主
た
ち

の
権
利
を
沽
券
地
並
み
に
近
づ
け
る
方
向
で
拡
大
す
る
方
針
を
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と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
天
保
改
革
の
際
、
河
岸
地

に
お
け
る
違
法
な
大
規
模
建
築
や
利
用
（
居
住
な
ど
）
が
問
題

視
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
町
奉
行
所
役
人
の
意
見

は
「（
河
岸
地
が
）
沽
券
地
同
様
ニ
罷
成
候
、
畢
竟
、
上
納
金
有

之
候
故
、
町
役
人
共
も
其
儘
ニ
差
置
候
儀
と
相
聞
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
文
政
七
年
に
始
ま
る
河
岸
地
冥
加
金
に
よ
っ
て
、

河
岸
地
は
幕
府
の
も
の
＝
公
儀
地
、
と
い
う
幕
府
の
建
前
と
、

河
岸
地
は
町
人
（
地
主
）
の
も
の
＝
沽
券
地
同
様
、
と
い
う
河

岸
地
利
用
の
実
態
の
二
つ
の
側
面
が
、
お
互
い
に
支
え
合
い
な

が
ら
並
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
冥
加
金
の
負
担
と
引
き
換
え
に
強
化
さ
れ
た
河

岸
地
占
有
権
の
下
、
水
路
沿
い
の
町
々
の
地
主
た
ち
は
よ
り
活

発
に
河
岸
地
を
使
用
し
て
商
工
業
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
江
戸
の
河
岸
地
に
つ
い
て
忘

れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
多
く
の
場
合
、
地
主
自
身
は
河
岸
地
の

直
接
的
な
使
用
者
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
周
知
の
ご

と
く
、
江
戸
の
地
主
の
大
半
は
、
自
分
が
所
有
す
る
町
屋
敷
に

は
居
住
せ
ず
、
町
屋
敷
を
賃
貸
し
て
不
動
産
経
営
を
お
こ
な
う
、

い
わ
ゆ
る
不
在
地
主
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
河
岸
地
の
実

際
の
使
用
者
の
多
く
は
、
町
屋
敷
の
地
借
・
店
借
だ
っ
た
り
、

河
岸
蔵
の
賃
借
者
だ
っ
た
り
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
河
岸
地
は
幕
府
の
土
地
＝
公
儀
地
と
い
う
制

度
上
の
建
前
と
、
地
主
た
ち
に
不
動
産
収
入
を
も
た
ら
す
河
岸

地
占
有
権
と
が
並
存
し
、
そ
の
下
で
実
際
の
河
岸
地
使
用
者
で

あ
る
地
借
・
店
借
の
商
工
業
者
た
ち
が
活
動
す
る
、
と
い
う
三

者
の
関
係
が
近
世
江
戸
町
方
で
は
い
ち
お
う
安
定
的
に
成
立
し

て
い
た
。
そ
の
関
係
が
大
き
く
ゆ
ら
ぐ
の
が
、明
治
東
京
に
な
っ

て
の
近
代
的
土
地
制
度
の
成
立
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
官
有

地
の
私
的
占
用
の
禁
止
や
貸
与
さ
れ
た
官
有
地
の
転
貸
の
禁
止

と
い
っ
た
基
本
原
則
と
右
の
三
者
の
権
利
秩
序
と
が
衝
突
し
、

河
岸
地
処
理
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

（
小
林
信
也
・
専
門
史
料
編
さ
ん
員
）

【
参
考
文
献
】
小
林
信
也
『
江
戸
の
民
衆
世
界
と
近
代
化
』（
山

川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

滝
島
功
『
都
市
と
地
租
改
正
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
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《
文
政
七
年
＝
一
八
二
四
年
》

麻
疹
の
流
行
で
患
者
へ
の
薬
・
食
べ
物
値
段
高
騰

正
月
二
十
三
日

昨
年
末
か
ら
西
国
に
お
い
て
流
行
の
兆
し
を

見
せ
て
い
た
麻
疹
が
、
正
月
に
入
っ
て
か
ら
江
戸
府
内
に
お
い

て
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
こ
の
流
行
病
に
よ
っ
て
多
く
の
患

者
が
発
生
し
、
麻
疹
の
薬
や
病
人
食
が
大
量
に
売
れ
、
江
戸
に

お
い
て
そ
れ
ら
の
値
段
の
高
騰
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
ど
町
奉
行
所
か
ら
こ
れ
ら
の
商
品
の
値
段
高
騰
に
対

す
る
物
価
統
制
令
が
触
れ
出
さ
れ
た
。
麻
疹
の
流
行
に
と
も

な
っ
て
値
段
が
高
騰
し
た
商
品
全
て
が
対
象
と
な
る
が
、
特
に

病
人
食
の
野
菜
・
干
し
物
、
鰹
節
、
薬
種
が
対
象
で
あ
り
、
そ

の
中
で
も
百
合
根
・
長
芋
・
干
瓢
・
大
角
豆
類
な
ど
が
指
定
さ

れ
て
い
る
。

江
戸
で
の
麻
疹
の
流
行
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）、
享
和

三
年
（
一
八
〇
三
）
に
次
ぐ
も
の
で
、
江
戸
の
人
々
は
不
定
期

的
な
こ
の
流
行
病
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
年
の
流
行
は

前
回
に
比
べ
れ
ば
軽
微
に
済
む
予
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
薩
摩

か
ら
風
邪
流
行
の
兆
し
が
あ
り
、
子
ど
も
を
抱
え
る
親
の
不
安

は
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
あ
る
。
↓
産
業
51
―
11
頁
。

河
岸
地
利
用
者
に
冥
加
金
上
納
を
義
務
化

七
月
二
日

本
来
、
河
岸
地
は
公
儀
地
だ
が
、
近
年
は
土
蔵
や

物
置
が
建
ち
並
び
町
人
達
が
自
用
で
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

町
奉
行
は
地
主
の
中
に
は
心
得
違
い
を
し
て
持
地
同
様
の
取
扱

い
を
す
る
者
が
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
取
り
上
げ
る
こ
と
も

あ
る
の
で
そ
う
心
得
る
べ
き
と
し
た
。
今
後
、
河
岸
地
は
坪
数

と
場
所
に
応
じ
て
冥
加
金
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

冥
加
金
を
納
め
る
と
普
請
・
修
理
は
月
番
所
に
届
け
る
だ
け
済

む
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、各
町
で
冥
加
金
の
額
を
巡
っ

て
問
題
が
相
次
い
で
い
る
。

霊
岸
島
四
日
市
町
で
は
、
以
前
地
主
達
の
土
地
を
切
り
縮
め

て
河
岸
地
を
作
っ
た
。
こ
の
た
め
町
で
は
四
ケ
町
で
一
年
一
〇

両
の
冥
加
を
納
め
た
い
と
願
い
出
た
。
し
か
し
、
町
奉
行
所
は

今
様
大
江
戸
瓦
版

今
様
大
江
戸
瓦
版
文
政
七
年
よ
り

文
政
十
一
年
ま
で
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切
り
縮
め
た
分
、
三
橋
は
公
儀
持
に
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
の

訴
え
を
認
め
ず
川
岸
一
坪
五
分
の
冥
加
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
不

承
知
の
場
合
に
は
地
面
を
取
り
上
げ
る
と
言
わ
れ
、
町
で
は
一

坪
五
分
づ
つ
上
納
す
る
こ
と
を
書
い
た
請
書
を
二
十
八
日
町
年

寄
役
所
へ
差
し
出
し
た
。

一
方
で
南
新
堀
弐
丁
目
は
以
前
公
儀
持
で
あ
っ
た
橋
が
、
大

岡
越
前
守
の
町
奉
行
在
任
中
に
無
用
と
し
て
取
り
払
わ
れ
た
の

を
、
町
内
で
願
い
出
て
以
後
は
町
内
持
に
し
た
。
し
か
し
長

年
、
橋
の
修
復
で
臨
時
入
用
が
嵩
ん
で
い
た
の
で
上
納
金
は
一

年
一
〇
両
を
差
し
出
し
た
い
と
願
い
出
た
。
こ
れ
も
町
奉
行
所

か
ら
今
更
難
渋
を
申
し
立
て
る
の
は
お
か
し
い
と
お
叱
り
を
受

け
、
一
坪
七
分
五
厘
ず
つ
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

河
岸
地
は
商
売
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
場
所
、
取
り
上
げ

ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
町
で
は
決
め
ら
れ
た
上
納
金
を
差
し

出
す
準
備
を
進
め
て
い
る
。
↓
産
業
51
―
35
頁
。

江
戸
大
風
雨
、
浅
草
・
今
戸
大
浸
水

八
月
十
四
日

十
三
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
大
風
雨
が
続

き
、
大
川
が
出
水
、
千
住
方
面
か
ら
本
所
・
深
川
と
広
範
囲
に

深
刻
な
浸
水
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

千
住
方
面
で
は
土
手
が
二
カ
所
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
〇
メ
ー
ト

ル
か
ら
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
も
決
壊
し
、
草
加
宿
付
近
ま
で
幅
四

キ
ロ
程
に
わ
た
っ
て
水
浸
し
に
な
っ
た
。
ま
た
、
神
田
川
の
流

れ
が
強
か
っ
た
た
め
か
、
大
川
へ
合
流
す
る
対
岸
に
当
た
る
地

域
が
、
本
所
の
中
で
も
浸
水
被
害
が
大
き
か
っ
た
模
様
だ
。
被

害
が
大
き
か
っ
た
の
は
浅
草
・
今
戸
町
か
ら
小
塚
原
辺
で
、
床

上
一
メ
ー
ト
ル
程
ま
で
浸
水
が
あ
り
、
商
売
物
や
家
財
道
具
ま

で
水
に
浸
か
り
、
罹
災
者
は
二
〇
〇
〇
人
に
昇
る
と
い
う
。

交
通
へ
の
影
響
で
あ
る
が
、
両
国
橋
と
永
代
橋
は
破
損
箇
所

の
応
急
処
置
を
完
了
し
、
通
行
可
能
。
た
だ
し
、
渡
船
は
御
厩

河
岸
と
中
之
郷
竹
町
共
に
差
止
め
と
な
っ
て
い
る
。

町
会
所
で
は
床
上
浸
水
の
罹
災
者
に
限
り
緊
急
の
救
済
対
策

を
実
施
す
る
予
定
だ
。

ま
た
、
こ
の
大
風
雨
の
最
中
、
牛
の
様
な
怪
獣
二
疋
が
北
か

ら
南
へ
向
か
っ
て
空
中
を
飛
行
し
て
い
た
と
い
う
目
撃
情
報
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
青
山
や
麻
布
辺
り
で
は
、
所
々
で
白
い
毛
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が
降
っ
て
き
た
と
い
う
。
怪
獣
が
飛
行
し
て
い
た
時
に
は
雲
間

か
ら
光
が
射
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
不
吉
な
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
人
心
の
動
揺
は
続
き
そ
う
だ
。
↓
変
災
２
―
642
頁
、

救
済
３
―
80
頁
。

佃
島
名
主
、
銭
瓶
橋
四
つ
手
網
漁
の
由
緒
を
提
出

九
月
六
日

佃
島
の
猟
師
ら
が
銭
瓶
橋
外
で
行
う
四
つ
手
網
漁

の
由
緒
に
つ
い
て
町
奉
行
か
ら
の
尋
ね
が
あ
り
、
今
日
佃
島
名

主
清
左
衛
門
が
回
答
書
を
提
出
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
銭
瓶
橋
の
辺
り
で
行
う
漁
の
歴
史
は
古
く
、

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
二
月
か
ら
は
、
毎
朝
欠
か
さ
ず
、
こ

の
場
所
で
と
れ
た
う
な
ぎ
九
本
と
川
海
老
一
升
を
、
鳥
の
餌
と

し
て
江
戸
城
に
献
上
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
由
縁
か
ら
、

怪
し
い
船
を
見
か
け
た
場
合
は
辻
番
や
見
付
御
見
廻
り
方
に
届

け
出
て
い
る
そ
う
だ
。

佃
島
の
漁
師
と
い
え
ば
、
白
魚
の
四
つ
手
網
漁
で
名
高
い
。

彼
ら
の
先
祖
は
摂
津
国
西
成
郡
佃
村
の
出
身
で
、
徳
川
家
康
と

と
も
に
江
戸
に
下
っ
て
き
た
。
天
正
年
間
か
ら
白
魚
を
は
じ
め

様
々
な
魚
を
家
康
に
献
上
し
て
お
り
、
慶
長
年
間
に
は
「
江
戸

佃島白魚網（『江戸名所図会』巻二）
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近
辺
海
川
」
で
自
由
に
漁
を
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
。
当
初

は
大
名
の
屋
敷
内
に
住
み
込
ん
で
漁
を
行
っ
た
が
、
や
が
て
鉄

炮
洲
の
東
に
位
置
す
る
干
潟
が
完
成
す
る
と
、
こ
こ
に
移
っ
た
。

こ
れ
が
佃
島
で
あ
る
。

隅
田
川
と
白
魚
漁
は
、
春
を
呼
ぶ
江
戸
の
代
名
詞
。
毎
年
暮

れ
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
夜
の
隅
田
川
は
佃
島
の
漁
師
の
ほ
か

多
く
の
漁
師
の
船
で
混
み
合
い
、
松
明
と
篝
火
の
光
で
あ
ふ
れ

か
え
る
。
今
年
も
間
も
な
く
白
魚
の
シ
ー
ズ
ン
。
美
し
く
透
き

通
っ
た
、
新
鮮
な
白
魚
が
食
膳
に
の
ぼ
る
日
が
待
ち
遠
し
い
。

↓
産
業
51
―
70
頁
。

《
文
政
八
年
＝
一
八
二
五
年
》

外
国
船
の
打
ち
払
い
を
命
じ
る

二
月
十
八
日

幕
府
は
、
日
本
沿
海
に
近
づ
く
外
国
船
を
、
一

切
無
差
別
に
砲
撃
し
て
追
い
払
う
よ
う
に
と
の
法
令
を
出
し

た
。
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
等
が
水
や
食
料
・

薪
等
の
補
給
を
求
め
日
本
近
海
に
多
く
出
没
し
て
お
り
、
そ
の

対
処
策
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。

幕
府
は
こ
れ
ま
で
も
度
々
外
国
船
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
法

令
を
出
し
て
き
た
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
七
）
に
は
、
渡
来
し

た
外
国
船
は
な
る
べ
く
穏
便
に
帰
帆
さ
せ
、
漂
流
船
に
は
薪
水

を
給
与
す
る
よ
う
命
じ
て
い
た
。
沿
海
の
諸
藩
は
こ
の
法
令
に

従
っ
て
き
た
が
効
果
は
な
く
、
接
近
す
る
外
国
船
の
数
は
増
え

る
一
方
。
ま
た
警
備
の
強
化
に
も
努
め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
負

担
は
財
政
難
に
あ
え
ぐ
諸
藩
に
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
昨
年
（
文
政
六
年
）
八
月
鹿
児
島
藩

の
宝
島
に
イ
ギ
リ
ス
の
捕
鯨
船
が
上
陸
し
、
食
料
な
ど
を
強
奪

す
る
事
件
が
発
生
。
幕
府
は
こ
れ
を
う
け
て
今
回
の
法
令
発
布

に
踏
み
切
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、
海
岸
に
近
づ
く
外
国
船
は
「
二
念
無
く
」
打

ち
払
い
、
上
陸
す
れ
ば
捕
ら
え
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
。
古
く

か
ら
親
交
の
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
船
も
、
こ
れ
ら
の
外
国
船
と
見
分

け
が
つ
か
な
い
の
で
、
見
か
け
次
第
打
ち
払
っ
て
よ
い
と
い
う
。

か
な
り
の
強
硬
策
だ
が
、
外
国
と
の
争
い
に
発
展
し
、
逆
に
打

ち
払
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
↓
市
街

36
―
226
頁
。
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湯
屋
揚
り
場
で
の
盗
難
防
止
、
湯
番
に
呼
び
か
け
る

二
月
二
十
日

湯
屋
の
揚
り
場
で
の
盗
難
が
跡
を
絶
た
な
い
。

事
態
の
深
刻
化
を
う
け
、
湯
番
に
対
し
き
ち
ん
と
見
張
る
よ
う

再
度
の
周
知
を
行
っ
た
。

湯
屋
で
脱
い
だ
衣
類
な
ど
を
盗
ま
れ
た
と
い
う
訴
え
は
、
去

年
（
文
政
七
年
）
だ
け
で
三
〇
〇
件
に
も
の
ぼ
る
。
盗
品
は
取

り
戻
し
た
も
の
の
犯
人
を
逃
が
し
て
し
ま
う
こ
と
も
間
々
あ
る

よ
う
で
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
を
あ
わ
せ
る
と
、
被
害
件
数
は
も
っ

と
増
え
そ
う
だ
。
同
様
の
お
触
れ
は
去
年
正
月
に
も
出
さ
れ
た

が
、
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
今
回
の
再
周
知
で
徹
底
を
図
る
。

湯
に
入
る
客
は
、
脱
い
だ
衣
類
な
ど
を
戸
棚
の
中
や
上
へ
置

く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
湯
屋
側
は
「
預
り
物
は
し
な
い
」
と

張
り
紙
し
、
見
張
り
も
疎
か
に
す
る
有
様
。
客
に
は
衣
類
を
守

る
手
だ
て
が
な
い
。

確
か
に
朝
夕
や
夜
間
は
入
湯
客
が
多
く
、
混
雑
し
て
い
る
た

め
、
怪
し
い
客
を
見
極
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る

熟
練
の
湯
番
は
、
平
日
に
見
覚
え
の
あ
る
客
を
除
き
、
見
馴
れ

な
い
客
に
目
を
付
け
、
注
意
す
れ
ば
よ
い
と
話
す
。

一
方
、
入
湯
す
る
際
と
帰
る
際
、
二
重
に
湯
銭
を
渡
し
て
も
、

同
じ
客
と
気
づ
か
ず
銭
を
受
け
取
る
「
虚
け
者
」
の
湯
番
も
い

る
そ
う
だ
。
こ
ん
な
ボ
ン
ク
ラ
で
は
、
客
に
盗
賊
が
混
じ
っ
て

い
て
も
見
抜
け
る
わ
け
も
な
い
。

関
係
者
筋
の
話
で
は
、
盗
難
被
害
を
出
し
た
湯
番
に
は
罰
金

を
科
す
な
ど
の
案
も
出
た
が
、
見
送
ら
れ
た
よ
う
だ
。
裸
に
な

る
場
所
だ
け
に
、
湯
屋
番
は
ふ
ん
ど
し
を
締
め
直
し
て
警
戒
し

ろ
、
と
の
声
が
し
き
り
だ
。
↓
産
業
51
―
126
頁
。

葵
の
御
紋
付
き
提
灯
の
濫
用
禁
止

八
月

最
近
、
葵
の
御
紋
が
つ
い
た
「
御
紋
付
」
提
灯
や
、「
御

用
」
と
書
か
れ
た
提
灯
を
猥
り
に
持
ち
歩
く
者
が
増
え
て
い
る
。

葵
の
御
紋
は
徳
川
将
軍
家
・
御
三
家
・
御
三
卿
や
一
部
の
大

名
家
に
の
み
使
用
が
許
さ
れ
る
特
別
な
家
紋
。
こ
の
御
紋
が
つ

い
た
提
灯
や
「
御
用
」
の
提
灯
は
、
火
事
な
ど
の
非
常
時
に
家

か
ら
道
具
を
持
ち
出
す
際
や
、
御
用
の
品
物
を
運
送
す
る
際
な

ど
、「
御
用
」
の
と
き
に
用
い
る
も
の
。
し
か
し
こ
れ
を
日
常
的

に
使
用
し
た
り
、
高
張
提
灯
に
し
て
盆
や
歳
末
、
祭
礼
の
と
き

に
店
先
へ
置
い
て
い
る
者
が
い
る
と
い
う
。
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こ
う
し
た
事
態
を
重
く
み
た
幕
府
は
、
す
で
に
文
政
二
年
、

御
紋
付
・
御
用
提
灯
の
濫
用
を
禁
止
す
る
町
触
を
出
し
て
い
る
。

し
か
し
状
況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
今
年
五
月
、
町
奉
行
所
は
隠
密
廻
り
に
調
査
を
命
じ
、

御
紋
付
・
御
用
提
灯
の
所
持
者
や
所
持
数
の
リ
ス
ト
を
作
成
。

今
月
、
再
度
濫
用
を
禁
止
す
る
触
を
出
す
と
と
も
に
、
リ
ス
ト

に
記
載
が
な
い
分
は
返
却
さ
せ
る
な
ど
管
理
を
徹
底
し
た
。
ま

た
御
紋
付
・
御
用
提
灯
の
新
調
は
、
提
灯
屋
か
ら
支
配
名
主
へ

の
申
告
制
に
す
る
な
ど
、
よ
り
厳
し
い
体
制
を
と
っ
て
い
く
。

↓
産
業
51
―
390
頁
。

《
文
政
九
年
＝
一
八
二
六
年
》

品
川
宿
の
駕
籠
渡
世
仲
間
、
木
札
を
つ
け
て
営
業

四
月
十
日

こ
の
度
、
品
川
宿
（
北
品
川
宿
・
南
品
川
宿
・
歩

行
新
宿
）
在
住
の
駕
籠
屋
仲
間
で
は
、
営
業
す
る
際
に
は
焼
印

付
き
の
木
札
を
つ
け
る
、
と
い
う
決
ま
り
を
つ
く
っ
た
。

こ
の
宿
の
駕
籠
屋
は
、
往
来
の
旅
人
や
神
社
仏
閣
の
参
詣
者

を
客
に
し
て
、
無
事
に
取
り
続
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
先
日
、

ど
こ
の
者
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
駕
籠
渡
世
の
者
が
、
六
郷
川
の

川
端
で
、『
御
支
配
役
人
中
様
』
に
対
し
て
無
礼
の
振
る
舞
い
に

及
ぶ
と
い
う
事
件
が
発
生
。
駕
籠
渡
世
仲
間
の
者
た
ち
は
「
こ

の
よ
う
な
者
と
同
一
視
さ
れ
て
は
迷
惑
」
と
、
今
回
の
処
置
に

踏
み
切
っ
た
。

駕
籠
稼
人
惣
代
・
北
品
川
宿
三
丁
目
安
右
衛
門
地
借
吉
兵
衛

氏
は
「
一
月
交
替
で
北
品
川
宿
・
南
品
川
宿
・
歩
行
新
宿
で
仲

間
の
仲
間
名
前
帳
を
管
理
し
ま
す
。
帳
面
に
載
せ
ら
れ
た
仲
間

は
、
こ
れ
よ
り
、
焼
き
印
付
き
の
木
札
を
つ
け
て
営
業
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
。
吉
兵
衛
氏
は
続
け
て
い
う
。「
た
だ

し
こ
れ
は
『
株
』
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
仲
間
だ
け
で

商
売
を
独
占
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
規

加
入
者
も
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
す
し
、
他
所
か
ら
く
る
駕
籠

屋
の
妨
害
行
為
も
許
し
ま
せ
ん
。
こ
の
決
ま
り
に
よ
っ
て
、
品

川
宿
の
地
元
の
駕
籠
屋
を
し
っ
か
り
と
組
織
化
し
て
治
ま
り
を

よ
く
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
駕
籠
屋
に
よ
る
お
客
さ
ん
へ
の
ね

だ
り
行
為
は
厳
し
く
監
視
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
諸
家
様
御
通

行
の
際
に
も
協
力
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
別
途
、
そ
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の
旨
を
宿
役
人
様
に
提
出
い
た
し
ま
す
。」

こ
れ
に
よ
っ
て
品
川
宿
の
駕
籠
屋
の
評
判
は
よ
く
な
る
か
。

今
後
が
注
目
さ
れ
る
。
↓
産
業
51
―
528
頁
。

依
然
逮
捕
さ
れ
ぬ
刃
物
強
盗
、
警
備
費
用
も
負
担
に

五
月
二
十
二
日

今
年
の
五
月
頃
か
ら
刃
物
で
人
を
傷
つ
け
て

物
を
取
る
盗
賊
が
暗
躍
。
町
奉
行
所
も
取
り
締
ま
り
を
厳
重
に

す
る
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
。

一
町
ご
と
の
自
身
番
屋
へ
は
連
日
町
役
人
が
人
足
を
連
れ
て

詰
め
、
隙
の
な
い
よ
う
に
見
回
っ
て
お
り
、
与
力
・
同
心
ら
の

警
戒
も
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
町
方
で
は
警
備
強
化
の
財
政
負

担
を
心
配
す
る
声
も
あ
が
っ
て
い
る
。

見
回
り
の
強
化
自
体
は
毎
年
冬
と
春
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

と
同
じ
だ
が
、
今
回
は
臨
時
的
な
も
の
で
費
用
が
準
備
で
き
か

ね
る
町
も
出
て
き
て
い
る
の
だ
。

夜
番
は
五
月
二
十
日
か
ら
八
月
十
六
、七
日
ま
で
延
べ
五
五

日
に
及
び
、
八
月
中
だ
け
で
も
町
中
で
一
万
両
以
上
も
の
費
用

が
嵩
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
町
内
で
は
こ
の
臨
時
町
入
用
の
一

部
を
町
会
所
か
ら
下
さ
れ
る
よ
う
に
求
め
た
。
町
奉
行
ら
は
協

議
の
上
、
自
身
番
・
夜
番
に
か
か
る
臨
時
入
用
を
町
会
所
下
げ

金
で
補
塡
す
る
こ
と
を
決
定
、
約
一
八
四
〇
両
が
町
々
に
割
り

渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

費
用
の
算
段
は
つ
い
た
も
の
の
、
盗
賊
が
捕
ま
ら
な
い
こ
と

に
は
安
心
で
き
な
い
。
江
戸
市
中
の
不
安
は
続
き
そ
う
だ
。
↓

産
業
51
―
556
頁
。

《
文
政
十
年
＝
一
八
二
七
年
》

町
芸
者
の
娘
た
ち
二
十
一
名
、
一
斉
摘
発
さ
れ
る

五
月
十
六
日

町
芸
者
二
十
一
名
が
、
衣
服
・
飾
り
の
贅
沢
の

か
ど
に
よ
っ
て
、
一
斉
に
お
召
し
捕
ら
え
に
な
っ
た
。
彼
女
た

ち
は
吟
味
中
は
牢
に
入
り
、
贅
沢
品
は
お
取
り
上
げ
と
な
っ
て

遊
郭
吉
原
に
下
げ
渡
し
に
な
っ
た
。

町
芸
者
と
は
お
も
に
宴
席
に
出
て
三
味
線
を
と
っ
て
小
唄
を

唄
う
女
芸
人
の
こ
と
。
こ
の
度
お
召
し
捕
ら
え
に
な
っ
た
町
芸

者
は
薬
研
堀
・
下
柳
原
・
長
谷
川
町
な
ど
の
花
柳
街
の
町
芸
者

た
ち
で
、
歳
は
十
七
か
ら
二
十
六
ま
で
の
娘
盛
り
の
者
た
ち
。

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
六
月
十
九
日
に
も
、
町
芸
者
の
風
俗
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を
戒
め
る
御
触
が
出
て
お
り
、
衣
服
・
飾
り
な
ど
を
美
々
し
く

飾
り
た
て
る
行
為
や
い
か
が
わ
し
い
行
為
を
厳
し
く
戒
め
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
御
触
で
は
、
親
兄
弟
の
暮
ら
し
の
た
め
に
仕

方
な
く
娘
・
妹
が
宴
席
に
稼
ぎ
に
出
か
け
る
行
為
は
「
格
別
」

と
し
て
、
一
戸
に
つ
き
一
人
の
町
芸
者
は
認
め
て
い
た
。
だ
か

ら
町
芸
者
の
存
在
自
体
は
違
法
で
は
な
い
が
、
世
の
中
の
贅
沢

な
風
潮
に
し
た
が
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
衣
服
・
飾
り
の
贅
沢
が

日
に
日
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
。
つ
い
に
町
奉
行
の
筋
で
も
黙
認
で

き
な
く
な
り
、
こ
の
度
の
逮
捕
と
な
っ
た
。

こ
の
二
一
名
へ
の
申
渡
状
に
よ
れ
ば
、「『
ふ
つ
う
の
衣
類
や

飾
り
で
は
客
が
呼
べ
な
い
』
と
、
羅
紗
・
ご
ろ
ふ
く
れ
ん
・
更

紗
そ
の
ほ
か
高
価
な
衣
服
を
着
て
、
大
造
り
な
鼈
甲
の
櫛
・
笄
・

簪
を
さ
し
、
銀
具
な
ど
も
用
い
、
不
埒
で
あ
る
。
右
品
取
り
上

げ
の
上
一
同
三
十
日
の
押
し
込
め
に
処
す
る
」
と
あ
る
。

い
ま
の
贅
沢
な
風
潮
を
嘆
く
ひ
と
に
と
っ
て
は
溜
飲
を
下
げ

る
事
件
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
小
柴
研
斎
さ
ん
は
「
一
品
一
〇
〇

両
も
す
る
贅
沢
品
も
あ
る
と
聞
く
。
贅
沢
は
筆
紙
に
尽
く
し
が

た
い
。
太
平
の
治
世
の
ご
恩
沢
を
忘
れ
て
不
埒
の
至
り
だ
ね
」

と
話
す
。
↓
産
業
51
―
715
頁
。

本
所
横
堀
の
時
鐘
請
負
人
、
本
所
改
役
に
調
書
を
提
出

九
月
二
十
四
日

本
所
横
堀
の
時
鐘
請
負
人
勘
右
衛
門
と
長
右

衛
門
が
、
身
分
・
拝
借
地
坪
数
・
鐘
撞
割
付
銭
等
を
記
し
た
調

書
を
本
所
改
方
へ
提
出
し
た
。
理
由
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、

町
奉
行
所
か
ら
急
遽
、
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

本
所
の
時
鐘
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
町
の
開
発
に

と
も
な
い
横
川
通
り
中
之
橋
に
設
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

一
五
年
後
の
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
頃
に
は
一
時
的
に
中
断

す
る
も
の
の
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
勘
右
衛
門
・
仁
右

衛
門
と
い
う
兄
弟
が
奉
行
所
に
請
負
を
願
い
出
て
、
翌
年
、
許

可
さ
れ
た
。
こ
の
時
鐘
は
日
光
御
霊
屋
の
普
請
の
際
に
、
職
人

た
ち
の
便
宜
の
た
め
に
つ
る
さ
れ
て
い
た
鐘
を
再
利
用
し
た
と

い
う
由
緒
を
持
つ
。

鐘
撞
堂
は
幕
府
か
ら
拝
領
し
た
本
所
三
之
橋
付
近
の
屋
敷
地

の
な
か
に
あ
り
、
広
さ
は
三
一
坪
程
で
あ
っ
た
。
鐘
楼
堂
と
番

人
居
小
屋
を
除
い
た
土
地
は
町
屋
敷
あ
る
い
は
物
置
な
ど
と
し

て
町
人
た
ち
に
貸
し
付
け
ら
れ
、
そ
の
賃
料
が
請
負
人
た
ち
の
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収
入
に
な
っ
て
い
た
。
時
鐘
役
勤
金
は
、
武
家
方
に
つ
い
て
は
、

一
〇
〇
石
か
ら
一
〇
〇
〇
石
ま
で
は
一
〇
〇
石
に
つ
き
一
年
に

銀
五
分
、
一
一
〇
〇
石
か
ら
一
五
〇
〇
石
ま
で
は
銀
四
分
六
厘
、

一
六
〇
〇
石
か
ら
二
一
〇
〇
石
ま
で
は
同
様
に
銀
三
分
七
厘
と

し
、
中
屋
敷
・
下
屋
敷
は
本
高
の
半
額
で
あ
っ
た
。
寺
社
・
町

方
は
小
間
一
間
に
つ
き
一
年
に
銭
三
文
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。

↓
産
業
51
―
769
頁
。

《
文
政
十
一
年
＝
一
八
二
八
年
》

三
味
線
芸
師
の
年
季
奉
公
取
締

二
月

品
川
宿
内
で
、
三
味
線
芸
師
の
名
目
を
使
っ
た
女
性
の

年
季
奉
公
が
禁
止
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
食
売
女
と
紛
ら
わ
し
い

上
、
宿
内
の
風
俗
取
締
に
も
拘
わ
る
た
め
、
今
後
一
切
認
め
ら

れ
な
い
よ
う
だ
。

そ
も
そ
も
、
品
川
宿
は
江
戸
か
ら
非
常
に
近
い
た
め
、
宿
場

と
い
う
よ
り
遊
興
場
と
し
て
の
印
象
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
以

前
は
高
輪
町
の
水
茶
屋
か
ら
芸
者
を
連
れ
て
遊
び
に
来
る
者
等

が
多
く
、
宿
場
で
は
、
よ
そ
者
に
宿
場
内
の
風
俗
を
乱
さ
れ
る

の
を
苦
慮
し
て
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
高
輪
町
の
芸
者

の
立
ち
入
り
を
断
り
、
天
明
二
年
（
一
七
九
二
）
八
月
、
宿
場

本所時の鐘付近の図
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内
で
手
配
し
た
芸
師
の
旅
籠
屋
へ
の
立
ち
入
り
を
正
式
に
願
い

出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
経
緯
が
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
三
味
線
芸
師
が
年
季
奉
公
で

雇
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
芸
師
の
旅
籠
屋
へ
の
立
ち
入
り（
営

業
）
は
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
一
件
は
、
旅
籠
屋
が
芸

師
を
抱
え
込
ん
だ
上
、
芸
が
未
熟
な
者
は
そ
の
主
人
の
裁
量
で

他
へ
住
み
替
え
さ
せ
る
な
ど
、
雇
用
の
際
に
身
元
保
証
人
が
雇

用
主
に
提
出
す
る
請
状
（
身
元
引
請
証
書
）
が
食
売
女
の
も
の

と
紛
ら
わ
し
く
、
風
俗
上
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

品
川
宿
で
正
式
に
許
可
さ
れ
て
い
る
食
売
女
の
定
数
は

五
〇
〇
人
迄
（
明
和
元
年
八
月
道
中
奉
行
許
可
）
だ
が
、
内
藤

新
宿
・
千
住
・
板
橋
の
各
一
五
〇
人
に
比
べ
て
三
倍
以
上
の
数

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
定
数
よ
り
も
増
加
し
て

い
る
ら
し
く
、
今
回
の
三
味
線
芸
師
名
目
の
雇
用
も
食
売
女
に

準
じ
た
扱
い
と
見
な
さ
れ
て
、
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

食
売
女
の
有
無
が
宿
場
の
盛
衰
に
拘
わ
る
と
は
い
え
、
名
目

を
偽
っ
て
ま
で
増
や
し
て
も
、
比
例
し
て
規
制
が
増
し
て
い
く

だ
け
で
あ
る
。
芸
師
そ
の
も
の
が
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
得

と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
↓
産
業
51
―
814
頁
。

江
戸
三
芝
居
役
者
の
給
金
の
引
き
下
げ

十
月
十
五
日

町
奉
行
は
江
戸
三
芝
居
役
者
の
給
金
を
さ
げ
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
人
気
に
か
こ
つ
け
て
給
料
の
値

上
げ
を
要
求
す
る
役
者
た
ち
に
対
し
て
、
興
行
を
危
ぶ
ん
だ
座

元
た
ち
が
町
奉
行
所
に
訴
え
出
た
こ
と
に
よ
る
。

「
日
に
三
箱
散
る
山
吹
は
江
戸
の
花
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

江
戸
三
座
は
日
本
橋
・
吉
原
に
な
ら
ぶ
繁
昌
地
で
、
当
然
、
人

気
役
者
と
も
な
れ
ば
、
稼
ぎ
は
一
〇
〇
〇
両
と
ま
で
も
い
わ
れ

た
。
町
奉
行
の
申
渡
は
、
こ
う
し
た
役
者
た
ち
の
豪
奢
な
暮
ら

し
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
役
者
た
ち
は
芝
居

小
屋
の
近
く
に
居
宅
が
あ
り
な
が
ら
遠
隔
地
に
家
を
持
ち
、
そ

こ
か
ら
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
た
め
開
演
時
間
が
遅
れ
て

終
演
が
夜
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
日

は
駕
籠
で
移
動
し
、
囃
子
方
の
者
た
ち
へ
華
美
な
衣
服
を
与
え

た
り
、自
分
た
ち
も
豪
華
な
舞
台
衣
装
を
誂
え
て
い
た
。し
か
し
、

一
方
で
は
、
贅
沢
な
暮
ら
し
に
は
費
用
が
か
か
る
た
め
、
幕
府

の
取
締
り
の
趣
旨
を
わ
き
ま
え
て
い
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
京
・
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大
坂
等
で
旅
稼
ぎ
を
し
、
三
座
の
興
行
に
支
障
を
き
た
せ
ば
、

取
り
締
ま
り
も
う
や
む
や
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
輩
も
い
た

よ
う
で
あ
る
。

町
奉
行
所
は
三
座
の
座
元
お
よ
び
役
者
た
ち
に
対
し
て
、
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
取
締
り
の
内
容
を
遵
守
す
る
こ
と
を

申
し
渡
し
、
奢
侈
を
厳
し
く
戒
め
た
上
で
「
立
者
」
と
い
わ
れ

る
役
者
達
の
給
金
引
下
げ
を
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
団
十

郎
・
三
津
五
郎
・
菊
五
郎
・
芝
翫
・
菊
之
丞
・
幸
四
郎
・
三
十
郎
・

粂
三
郎
は
金
五
〇
〇
両
、
歌
六
・
紫
若
は
金
四
五
〇
両
、
冠
十
郎
・

源
之
助
・
蓑
助
は
金
四
〇
〇
両
、
彦
三
郎
は
金
三
〇
〇
両
と
な
っ

て
い
る
。

町
奉
行
は
、「
歌
舞
伎
は
勧
善
懲
悪
の
教
え
を
芝
居
に
の
せ
て

女
性
や
子
供
に
理
解
さ
せ
る
も
の
」
と
説
い
て
い
る
が
、
は
た

し
て
役
者
た
ち
の
奢
侈
を
取
り
締
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
↓
産
業
51
―
951
頁
。

引き下げられた役者給金
（『藤岡屋日記』巻七）

（
付
記
）

各
記
事
の
末
尾
に
付
し
た
の
は
『
東
京
市
史
稿
』
各
篇
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
関
連
史
料
の
掲
載
箇
所
で
す
。
た
と
え
ば
産
業

51
ー
814
頁
は
産
業
篇
第
五
一
の
八
一
四
頁
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
史
料
本
文
に
あ
た
っ
て
ご
味
読
下
さ
い
。


