
天
保
改
革
と
規
制
の
射
程
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
第
五
十

五
に
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
史
料
を
収
録
し
ま
し

た
。
本
書
は
原
則
と
し
て
各
巻
に
四
年
分
の
史
料
を
収
録
す
る

計
画
で
進
め
て
い
ま
す
が
、
天
保
改
革
期
は
法
令
が
異
様
な
程

に
頻
発
さ
れ
、
そ
の
上
政
策
形
成
過
程
の
審
議
や
関
連
調
査
・

報
告
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
た
め
例
外
的
な
措
置
と
な
っ
て

い
ま
す
。
天
保
改
革
に
関
す
る
史
料
は
産
業
篇
第
五
十
四
か
ら

来
年
度
刊
行
予
定
の
第
五
十
六
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
ま
す
。

こ
の
時
期
は
衣
食
住
に
関
わ
る
奢
侈
の
制
限
、
価
格
値
下
げ

に
関
し
て
く
り
返
さ
れ
る
指
示
通
達
、
風
俗
取
締
の
た
め
の
た

と
え
ば
女
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
対
す
る
弾
圧
な
ど
、
市
井
に
生

き
た
庶
民
に
は
な
ん
と
も
息
苦
し
い
時
代
で
し
た
。
し
か
し
、

町
名
主
ら
を
「
市
中
取
締
掛
」
や
「
諸
色
取
調
掛
」
に
任
命
し

て
庶
民
の
生
活
実
態
を
詳
細
に
把
握
し
、
そ
の
上
で
法
令
・
規

則
を
末
端
ま
で
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
執
拗
な
ま
で
の
都
市

政
策
か
ら
は
、
江
戸
と
い
う
都
市
に
生
き
た
庶
民
の
生
活
実
態

が
実
に
克
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

本
稿
で
は
天
保
期
の
江
戸
に
お
け
る
「
食
」
を
め
ぐ
っ
て
、

三
つ
の
話
題
を
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

豆
腐
一
丁
の
規
格
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
大
坂
で
出
版

さ
れ
た
「
豆
腐
百
珍
」
は
翌
年
江
戸
で
も
刊
行
さ
れ
、
た
だ
ち

に
続
編
や
「
豆
腐
百
珍
余
録
」
の
刊
行
が
続
き
ま
し
た
。
こ
れ

を
契
機
に
他
の
食
材
や
料
理
全
般
を
扱
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
百

珍
も
の
」
が
流
行
し
、
料
理
本
は
十
九
世
紀
は
じ
め
の
文
化
文

1

東
京
市
史
稿
産
業
篇

第
五
十
五
解
読
の
手
引
き

平
成
二
十
六
年
三
月

東
京
都
公
文
書
館

目
次

天
保
改
革
と
江
戸
の
食

１

今
様
大
江
戸
瓦
版

６

…
…

…
…
…
…

天
保
改
革
と
江
戸
の
食

江
戸

一
八
四
二



政
頃
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
料

理
本
ブ
ー
ム
が
ま
ず
豆
腐
を
素
材
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
こ
の
食
材
の
幅
広
い
人
気
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

江
戸
で
の
豆
腐
値
段
統
制
令
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）

を
初
見
と
し
、
寛
政
改
革
期
に
は
具
体
的
な
価
格
を
あ
げ
て
値

下
げ
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
寛
政
三
年
（
一
七
九

一
）
八
月
十
六
日
に
は
、
豆
腐
一
丁
に
つ
き
三
十
八
文
、
半
丁

に
つ
き
十
九
文
、
小
半
丁
に
つ
き
十
文
と
す
る
よ
う
通
達
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
一
丁
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
大
き
さ

な
の
か
。
蕎
麦
一
杯
が
二
八
の
十
六
文
と
い
う
の
で
す
か
ら
、

一
丁
三
十
八
文
は
け
っ
こ
う
高
い
気
が
し
ま
す
。

そ
こ
で
天
保
改
革
期
に
目
を
移
す
と
よ
り
具
体
的
な
と
こ
ろ

が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
五
月
、
物

価
引
き
下
げ
令
の
一
環
と
し
て
豆
腐
は
一
丁
四
十
八
文
で
販
売

す
る
よ
う
に
申
し
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
価
格
は
お
上
の
申

し
付
け
、
背
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
が
、
少
々
切
り
方

を
変
え
小
型
化
し
て
販
売
す
る
と
い
う
者
が
現
れ
ま
す
。
そ
こ

で
諸
色
掛
名
主
た
ち
は
実
態
調
査
と
豆
腐
屋
た
ち
か
ら
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
実
態
が

判
明
し
ま
し
た
（
翌
天
保
十
四
年
二
月
の
記
録
）。

・
豆
腐
は
標
準
的
に
は
縦
七
寸
（
約
二
十
一
㎝
）、
横
一
尺
八
寸

（
約
五
十
四
㎝
）
、
幅
六
寸
（
約
十
八
㎝
）
の
箱
で
製
作
し
、

こ
れ
を
九
等
分
し
た
も
の
を
一
丁
（
挺
）
と
す
る
こ
と
。

・
豆
腐
の
製
造
経
費
は
大
豆
代
＋
薪
代
＋
苦
塩
泡
消
（
に
が
り
）

代
で
、
大
部
分
が
大
豆
原
価
で
あ
る
こ
と
。

・
当
時
命
じ
ら
れ
て
い
た
四
十
八
文
と
い
う
価
格
で
は
ほ
と
ん

ど
利
益
が
出
な
い
こ
と
。
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図１ 豆腐製作箱と切り分け方
（『江戸町触集成』第19巻）



こ
う
し
た
実
情
を
ふ
ま
え
て
、
町
奉
行
所
で
は
販
売
価
格
を

五
十
二
文
に
上
げ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
大
き
さ
の
規
格
は
前

頁
の
図
の
通
り
と
す
る
こ
と
を
申
し
渡
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
見

る
と
今
の
豆
腐
の
一
丁
は
、
江
戸
の
豆
腐
の
四
分
の
一
丁
に
あ

た
る
「
小
半
丁
」
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
町
奉
行
所
の
法
令
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
レ
ベ
ル

ま
で
徹
底
さ
れ
た
価
格
規
制
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
詳
細
な

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

も
や
し
初
物
の
禁
止
江
戸
っ
子
の
初
物
好
き
は
有
名
で
す
。

な
か
で
も
初
鰹
と
な
る
と
こ
れ
は
も
う
血
が
騒
ぐ
と
い
う
感
じ

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
川
柳
に
、
「
葬
礼
を
見
て
初
鰹
値
が
で

き
る
」
と
あ
り
ま
す
。
人
生
は
短
く
は
か
な
い
も
の
、
え
い
、

買
っ
ち
ま
え
！
と
い
う
わ
け
。
た
い
へ
ん
な
覚
悟
で
す
。
初

物
と
か
「
は
し
り
」
の
食
物
を
買
お
う
と
い
う
の
は
何
も
鰹
に

限
り
ま
せ
ん
。
「
初
か
ぼ
ち
ゃ
女
房
は
い
く
ら
で
も
買
う
気
」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
野
菜
類
に
も
及
ん
で
お
り
、
買
い
手
の
側

も
男
女
を
問
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
買
い
手
が
い
れ
ば
、
少
し
で
も
時
季
よ
り
早
く
出

し
て
高
値
で
買
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
作
り
手
・
売
り
手
が

い
る
わ
け
で
、
お
の
ず
か
ら
商
品
価
格
は
一
気
に
高
騰
す
る
で

し
ょ
う
。
天
保
改
革
の
推
進
者
た
ち
が
こ
れ
を
見
逃
す
は
ず
は

あ
り
ま
せ
ん
。

天
保
十
三
年
四
月
八
日
の
町
触
は
、
ま
さ
に
野
菜
の
初
物
を

狙
い
撃
ち
す
る
も
の
で
し
た
。

野
菜
物
等
を
季
節
に
至
る
前
に
売
買
し
な
い
よ
う
前
々
触

れ
知
ら
せ
て
き
た
が
、
近
頃
は
初
物
を
好
む
と
い
う
事
が

増
長
し
、
殊
に
料
理
茶
屋
等
で
は
競
っ
て
買
い
求
め
、
高

価
な
品
を
調
達
し
て
料
理
し
て
お
り
不
埒
の
事
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
町
触
は
「
き
う
り
・
茄
子
・
い
ん
け
ん
・
さ
ゝ

け
、
そ
の
外
も
や
し
物
」
と
列
挙
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
出
て
き
た
「
も
や
し
物
」
と
い
う
の
は

今
私
た
ち
が
食
べ
て
い
る
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
し
た
豆
も
や
し
と
は

違
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
す
。
で
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
、
町
触
の
中
で
、

雨
障
子
を
懸
け
、
芥
に
て
仕
立
て
、
あ
る
い
は
室
の
中
へ

炭
団
火
を
用
い
て
養
い
立
て
、
年
中
時
候
外
れ
に
売
り
出
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す
こ
と

こ
ん
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
油
を
塗
っ
た
雨
障
子
を
掛
け
た
り
芥
を
使
っ
て
発
熱

さ
せ
た
り
、
室
の
中
で
炭 た

団 ど
んの
火
を
使
っ
た
り
し
て
温
度
を
上

げ
て
成
長
さ
せ
た
り
･
･
･
、
と
い
っ
た
野
菜
の
促
成
栽
培
の
こ

と
を
も
や
し
物
と
い
っ
た
の
で
す
。
漢
字
を
当
て
る
と
き
に
は

「
萌
物
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
だ
け
手
間
を
か
け
て
で
も
は
し
り
の
も
の
を
食
し
た
い

と
い
う
思
い
と
そ
れ
を
支
え
る
江
戸
の
食
文
化
は
、
一
片
の
法

令
に
よ
っ
て
禁
圧
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

初
物
を
め
ぐ
る
町
触
は
二
年
後
、
三
年
後
に
も
く
り
返
し
発
令

さ
れ
て
い
ま
す
。

土
用
の
鰻
、
争
奪
戦
け
ち
な
男
、
鰻
屋
へ
行
っ
て
匂
い
を
か

い
で
き
て
は
そ
れ
を
お
か
ず
に
飯
を
食
う
。
鰻
屋
も
つ
い

に
は
腹
を
立
て
、
「
蒲
焼
き
の
嗅
ぎ
代
八
百
文
」
を
請
求

に
行
く
と
、
男
は
板
の
間
に
銭
八
百
文
を
投
げ
出
し
、

「
そ
ん
な
ら
取
っ
た
と
思
っ
て
銭
の
音
を
聞
い
て
帰
ら
っ

し
ゃ
れ
」。

こ
ん
な
小
咄
が
あ
る
ほ
ど
、
あ
の
鰻
の
蒲
焼
き
の
香
り
は
た

ま
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初

め
、
生
類
憐
れ
み
の
令
が
頻
発
さ
れ
た
時
代
に
鰻
や
「
か
は
焼

き
」
の
販
売
禁
止
令
が
出
て
い
ま
す
か
ら
、
す
で
に
食
用
は
盛

ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
す
し
や
天
ぷ
ら
と
並
ん
で
鰻

の
蒲
焼
き
が
ブ
ー
ム
と
な
る
の
は
十
八
世
紀
後
半
の
天
明
年
間

（
一
七
八
一
～
八
九
）
以
降
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
醤
油
や
砂

糖
の
使
用
が
普
及
し
、
あ
の
う
ま
そ
う
な
香
り
が
市
中
に
充
ち

る
の
は
こ
の
頃
な
の
で
し
ょ
う
。
先
の
小
咄
は
安
永
九
年
（
一

七
八
〇
）
刊
行

の
笑
話
本
「
大

き
に
お
世
話
」

に
収
録
さ
れ
て

い
ま
し
た
か
ら
、

ブ
ー
ム
の
は
し

り
に
乗
っ
た
も

の
と
い
え
そ
う

で
す
。
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図２ 鰻蒲焼き売り
（『合本自筆影印 守貞漫稿』）



と
こ
ろ
で
鰻
の
流
通
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
八
月
の
町
触
に
よ

れ
ば
、
本
小
田
原
町
・
安
針
町
・
本
舟
町
・
同
横
店
の
四
ケ
所

魚
問
屋
の
中
に
鰻
・
泥
鰌

ど
じ
ょ
うを
江
戸
城
に
御
用
と
し
て
納
入
す
る

請
負
人
が
七
名
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
江
戸
前
を
は
じ
め
武
蔵
・

常
陸
・
安
房
・
上
総
・
下
総
の
猟
師
か
ら
鰻
・
泥
鰌
荷
物
を
入

荷
す
る
と
、
江
戸
城
の
食
用
に
必
要
な
分
を
納
入
し
、
残
り
を

町
売
り
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
天
保
改
革
の
主
要
政
策
で
あ
っ
た
諸
問
屋
組
合
仲

間
の
停
止
令
の
せ
い
で
こ
の
よ
う
な
流
通
機
構
そ
の
も
の
が
崩

壊
し
て
い
ま
し
た
。
将
軍
の
御
膳
を
調
え
る
役
人
た
ち
は
さ
ぞ

か
し
困
惑
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
天
保
十
三
年
六
月
十
四
日
、

次
の
よ
う
な
申
渡
が
市
中
に
徹
底
さ
れ
ま
す
。

こ
の
度
問
屋
仲
間
組
合
が
差
し
止
め
と
な
っ
た
の
で
、
鰻

荷
物
を
市
中
の
蒲
焼
屋
が
直
接
購
入
し
て
い
る
。
土
用
中

は
御
用
鰻
が
大
量
に
必
要
と
な
る
が
、
万
一
差
し
支
え
が

あ
っ
て
は
済
ま
さ
れ
な
い
か
ら
、
市
中
の
鰻
屋
共
が
持
っ

て
い
る
鰻
の
内
か
ら
御
肴
役
所
へ
直
に
取
り
入
れ
る
こ
と

と
す
る
。
そ
の
旨
町
名
主
か
ら
鰻
屋
渡
世
の
者
た
ち
に
通

達
し
て
お
く
よ
う
に
せ
よ
。

土
用
の
鰻
は
将
軍
の
御
膳
に
も
登
場
し
て
お
り
、
庶
民
に
人

気
の
蒲
焼
き
屋
と
鰻
争
奪
戦
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。

改
革
関
連
史
料
の
充
実
天
保
の
改
革
は
庶
民
の
日
常
ま
で
入

り
込
む
よ
う
な
規
制
を
実
施
し
、
町
名
主
ら
を
動
員
し
た
調
査

や
、
触
の
徹
底
策
を
伴
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
経
緯
は
、

「
天
保
撰
要
類
集
」
・
「
市
中
取
締
類
集
」
・
「
諸
色
調
類
集
」

等
と
し
て
残
さ
れ
、
政
策
形
成
過
程
を
克
明
に
た
ど
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
第
五
十
五
で
は
個
々
の
法
令
に
つ
い

て
こ
れ
ら
の
関
連
史
料
を
可
能
な
限
り
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い

ま
す
。
本
稿
で
は
「
食
」
に
関
わ
る
三
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上

げ
ま
し
た
が
、
読
者
の
皆
様
に
も
そ
れ
ぞ
れ
ご
興
味
の
あ
る
テ
ー

マ
に
沿
っ
て
、
江
戸
と
い
う
都
市
社
会
の
実
像
に
迫
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
西
木
浩
一
・
史
料
編
さ
ん
係
）
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《
天
保
十
三
年
＝
一
八
四
二
年
》

堺
町
葺
屋
町
芝
居
小
屋
の
移
転
先
、
浅
草
に
決
定

正
月
十
二
日
昨
年
十
二
月
十
八
日
に
移
転
命
令
が
出
さ
れ
た

堺
町
・
葺
屋
町

ふ
き
や
ち
ょ
うの
芝
居
小
屋
及
び
周
辺
の
料
理
茶
屋
な
ど
町
屋

の
移
転
先
が
浅
草
に
決
定
し
た
。

移
転
の
た
め
の
土
地
と
し
て
、
浅
草
山
之
宿
町
に
あ
っ
た
園

部
藩
（
藩
主
小
出
伊
勢
守
英
発
）
の
下
屋
敷
跡
一
万
七
十
八
坪

の
地
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
各
町
の
坪
数
や

地
所
割
り
当
て
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
移
転

は
い
ま
し
ば
ら
く
先
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
時
期

は
未
確
定
だ
が
、
木
挽
町

こ
び
き
ち
ょ
うの
芝
居
小
屋
と
そ
の
周
辺
の
町
屋
も

同
じ
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
か
ら
、
堺
町
・

葺
屋
町
・
木
挽
町
の
三
カ
町
で
こ
の
土
地
を
分
割
し
た
う
え
で
、

新
た
な
町
屋
が
で
き
る
予
定
だ
。

今
回
の
芝
居
町
移
転
は
、
昨
年
十
月
七
日
の
堺
町
・
葺
屋
町

の
芝
居
小
屋
類
焼
を
契
機
に
、
老
中
水
野
忠
邦
が
立
案
し
た
も

の
だ
っ
た
。
市
中
の
風
俗
悪
化
は
芝
居
や
役
者
が
原
因
と
結
論

づ
け
、
一
説
で
は
取
り
潰
し
案
も
出
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
に

真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
が
北
町
奉
行
遠
山
景
元
で
、
現
状
維

持
を
唱
え
る
遠
山
と
水
野
の
対
立
は
将
軍
ま
で
も
巻
き
込
み
、

将
軍
の
軍
配
は
遠
山
に
挙
が
っ
て
一
度
は
収
束
し
た
か
に
み
え

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
か
、
水
野
の

案
が
通
り
、
芝
居
町
は
ま
と
め
て
浅
草
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
→
産
業

55―

27、

252、

378、

783頁
。
産
業

54―

867頁
。

寄
場
取
り
締
ま
り
、
十
五
ケ
所
を
除
い
て
営
業
停
止
へ

二
月
十
二
日
町
奉
行
遠
山
景
元
は
、
寄
場
（
寄
席
）
を
規
制

す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
最
近
寄
場
が
江
戸
市
中
に
激
増
し
、

違
法
な
女
義
太
夫
な
ど
が
上
演
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い

う
。
今
後
は
古
く
か
ら
あ
る
十
五
の
寄
場
の
み
営
業
す
る
こ
と
、
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演
目
は
神
道
講
釈
・
心
学
・
軍
書
講
談
・
昔
話
の
四
種
に
限
定

す
る
こ
と
、
茶
汲
み
女
な
ど
寄
場
へ
の
女
性
の
出
入
り
の
禁
止
、

三
味
線
・
笛
・
太
鼓
な
ど
音
曲
を
交
え
た
口
演
の
禁
止
と
い
っ

た
条
目
が
定
め
ら
れ
、
同
日
中
に
江
戸
市
中
全
体
に
伝
え
ら
れ

た
。
そ
の
後
、
十
五
の
寄
場
は
店
先
に
公
認
の
看
板
を
掲
げ
営

業
を
始
め
た
が
、
そ
れ
以
外
は
営
業
停
止
と
な
っ
た
。

こ
の
規
制
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
老
中
水
野
忠
邦
と
町
奉

行
遠
山
と
の
間
で
熾
烈
な
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
話
は
昨
年

十
一
月
、
水
野
が
江
戸
市
中
に
お
け
る
風
俗
の
是
正
を
遠
山
に

命
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
遠
山
は
さ
っ
そ
く
女
義
太
夫
を

は
じ
め
と
す
る
十
項
目
を
挙
げ
、
厳
し
く
規
制
又
は
禁
止
す
る

旨
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
水
野
は
寄
場
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る

よ
う
指
示
を
出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
遠
山
は
、
今
ま
で
寄
場
に
出
て
い
た
芸
人
達
の

多
く
が
失
業
し
生
計
が
立
て
ら
れ
な
く
な
る
ほ
か
、
江
戸
庶
民

に
と
っ
て
の
数
少
な
い
娯
楽
を
奪
う
こ
と
に
も
な
り
、
か
え
っ

て
治
安
悪
化
に
つ
な
が
る
と
、
極
端
す
ぎ
る
水
野
の
規
制
を
批

判
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
遠
山
は
、
寄
場
に
は
演
目
次
第
で
は

人
々
に
勧
善
懲
悪
を
教
え
る
良
い
効
果
も
あ
る
こ
と
を
説
い
た

結
果
、
江
戸
で
最
も
古
く
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
創
業
の

由
緒
を
も
つ
三
田
実
相
寺
門
前
の
家
主
甚
助
の
寄
場
を
は
じ
め

と
す
る
十
五
軒
の
み
を
公
認
と
す
る
か
た
ち
で
落
着
を
み
た
。

こ
う
し
て
江
戸
の
寄
場
は
遠
山
の
抵
抗
で
限
定
的
に
守
ら
れ
た

わ
け
だ
が
、
し
ば
ら
く
冬
の
時
代
が
続
く
こ
と
と
な
り
そ
う
だ
。

→
産
業

55―

46頁
。

諸
問
屋
組
合
仲
間
停
止
の
徹
底
を
は
か
る

三
月
二
日
町
奉
行
所
は
、
諸
問
屋
組
合
仲
間
停
止
の
趣
旨
を

徹
底
さ
せ
る
べ
く
、
再
び
町
触
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
昨
今

の
改
革
で
は
、
十
組
問
屋
な
ど
の
特
権
的
な
諸
問
屋
は
廃
止
と

な
り
、
そ
の
名
目
も
権
利
も
な
く
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
商

業
特
権
を
得
る
た
め
の
役
の
仕
事
（
無
代
納
物
・
無
賃
人
足
・

川
浚
・
駆
付
等
）
も
全
て
免
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
新
規
業

者
も
参
入
し
、
元
問
屋
は
彼
ら
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に

決
ま
っ
た
。
こ
の
仕
組
み
に
よ
り
低
価
格
競
争
が
始
ま
り
、
江

戸
の
物
価
も
下
が
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
幕
府
の
目
論
見
だ
。
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こ
の
た
び
の
触
で
は
、
「
組
合
」
「
仲
間
」
「
問
屋
」
の
名
称
は

す
べ
て
廃
止
し
、
「
米
屋
」
、
「
炭
屋
」
、
「
油
屋
」
等
と
名
乗
る

よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
値
段
を
不
当
に
上
げ
る
た
め
の

商
品
の
囲
い
込
み
も
禁
止
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
湯
屋
・
髪
結
は
、
物
価
に
は
あ
ま
り
影
響
が
な

い
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
仲
間
廃
止
の
対
象
か
ら
洩
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
町
触
で
は
、
彼
ら
に
対
し
て
も
仲
間

廃
止
の
命
令
が
改
め
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
市
中
に
そ
の
業

種
が
何
軒
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
。
町
奉
行
所
は
「
改

革
の
趣
旨
の
理
解
が
ま
だ
不
徹
底
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仲
間

廃
止
を
十
組
問
屋
だ
け
と
勘
違
い
し
て
い
る
輩
が
い
る
。
新
規

参
入
業
者
を
妨
害
す
る
輩
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら

な
い
よ
う
に
注
意
せ
よ
。
」
と
念
を
押
し
て
い
る
。
町
奉
行
所

と
し
て
は
、
今
後
も
各
町
の
自
身
番
屋
に
太
文
字
で
触
を
書
き

出
す
な
ど
し
て
、
改
革
趣
旨
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
考
え
だ
。

→
産
業

55―

108頁
。

町
入
用
節
減
の
申
渡
に
町
名
主
た
ち
動
く

三
月
六
日
町
奉
行
遠
山
景
元
は
、
最
近
町
入
用
（
町
の
運
営

費
）
の
浪
費
が
多
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
憂
慮
し
、
町
名
主
た

ち
へ
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
町
法
改
正
の
申
渡
書
を
改
め

て
配
布
す
る
こ
と
で
、
今
後
よ
り
一
層
の
町
入
用
節
減
を
命
じ

た
。
こ
の
申
渡
書
と
は
、
か
つ
て
寛
政
改
革
を
断
行
し
た
老
中

松
平
定
信
が
、
町
入
用
を
節
減
す
る
た
め
過
去
五
ケ
年
分
の
平

均
額
を
算
出
さ
せ
、
そ
の
額
よ
り
出
来
る
限
り
の
節
減
高
を
書

き
出
さ
せ
た
上
で
こ
れ
を
実
行
さ
せ
た
も
の
で
、
節
減
額
の
十

分
の
七
を
備
荒
貯
蓄
の
た
め
の
基
金
と
し
た
の
が
七
分
積
金
で

あ
る
。
今
回
は
自
堕
落
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
町
名
主
た
ち
を
戒

め
、
節
減
を
徹
底
さ
せ
る
の
が
狙
い
の
よ
う
だ
。

ま
た
遠
山
は
九
日
、
各
町
々
か
ら
寛
政
三
年
六
月
以
降
の
町

入
用
の
収
支
を
項
目
ご
と
に
詳
細
に
書
き
上
げ
さ
せ
、
そ
の
な

か
で
一
つ
の
町
を
選
び
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
町
入
用
を
節
減

す
る
こ
と
と
し
、
浪
費
し
て
い
る
項
目
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
書
き

出
す
よ
う
命
じ
た
。

こ
の
た
び
町
名
主
が
提
出
し
た
報
告
書
に
は
、
炭
代
・
水
油
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（
灯 と
も
し油
）
代
な
ど
の
日
用
品
や
、
町
内
の
事
務
経
費
を
中
心
に

様
々
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
厳
し
く
減
額
あ

る
い
は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
洩
れ
て
い
る
項
目
も
出
来
る
限
り

節
減
す
る
こ
と
と
し
、
節
減
が
困
難
な
も
の
が
あ
れ
ば
そ
の
理

由
を
書
い
た
上
で
二
十
二
日
ま
で
に
申
し
出
よ
と
い
う
。
さ
ら

に
、
二
十
日
ま
で
に
天
保
七
年
か
ら
十
一
年
（
一
八
三
六
～
四

〇
）
ま
で
の
五
年
間
の
町
入
用
の
総
額
と
平
均
を
町
奉
行
所
へ

提
出
す
る
見
込
み
の
よ
う
だ
。
→
産
業

55―

128頁
。

彫
物
の
取
り
締
ま
り

三
月
八
日
こ
の
た
び
町
奉
行
所
で
は
、
体
に
文
字
や
絵
の
入
っ

た
彫
物
を
施
す
風
潮
を
問
題
視
し
、
そ
の
禁
止
の
触
を
出
す
こ

と
に
し
た
。
す
で
に
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
も
ほ
ぼ
同
じ

内
容
の
触
が
出
さ
れ
た
が
、
彫
物
の
風
潮
は
や
む
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
昨
今
の
改
革
に
よ
る
風
俗
取
り
締
ま
り
の
趣
旨

を
徹
底
さ
せ
る
べ
く
、
再
度
注
意
を
促
し
た
か
た
ち
だ
。

町
奉
行
所
の
関
係
筋
は
「
体
を
疵
つ
け
る
こ
と
は
人
と
し
て

恥
ず
べ
き
こ
と
だ
。
手
足
は
も
ち
ろ
ん
、
体
全
体
に
彫
物
を
す

る
こ
と
は
、
今
後
一
切
禁
止
す
る
。
彫
物
を
し
て
い
る
者
は
鳶 と
び

人
足
や
駕 か

籠 ご

舁 か
きた
ち
だ
。
彼
ら
は
彫
物
を
施
す
こ
と
を
『
伊
達
』

な
ど
と
言
っ
て
威
張
り
、
『
彫
物
を
し
な
い
と
仲
間
に
入
れ
な

い
』
な
ど
と
不
届
き
な
こ
と
を
言
い
合
い
、
こ
の
風
潮
を
助
長

し
て
い
る
。
彼
ら
は
陰
で
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い

よ
う
だ
。
も
し
、
新
た
に
彫
物
を
し
て
い
る
者
を
見
つ
け
れ
ば
、

我
々
は
す
ぐ
に
召
し
捕
え
る
つ
も
り
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
依
頼
を

受
け
て
彫
っ
た
者
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
注
意
す
る
よ
う
に
。」

と
話
し
て
い
る
。
こ
の
触
は
町
々
の
番
屋
に
太
字
の
筆
で
掲
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
→
産
業

55―

141頁
。

町
奉
行
、
地
代
店
賃
と
賃
金
の
引
き
下
げ
を
実
行

四
月
十
日
町
奉
行
所
で
は
、
地
代
店
賃
（
土
地
代
や
家
賃
な

ど
）
、
職
人
の
賃
金
を
寛
政
年
間
以
前
の
水
準
に
引
き
下
げ
る

よ
う
命
じ
る
町
触
を
出
し
た
。
近
頃
は
地
代
店
賃
の
高
騰
に
伴

い
、
物
価
や
職
人
の
賃
金
が
高
騰
し
て
お
り
、
幕
府
は
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
び
町
触
を
出
し
て
徹
底
を

促
し
、
違
反
者
が
発
見
さ
れ
れ
ば
即
刻
捕
ら
え
て
町
奉
行
所
に
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て
裁
き
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

実
は
こ
れ
よ
り
以
前
、
町
奉
行
の
遠
山
景
元
・
鳥
居
忠
耀
は

老
中
水
野
忠
邦
に
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
最
近
は
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
と
比
較
し
て

物
価
が
高
騰
し
て
お
り
、
地
代
店
賃
の
引
き
下
げ
が
急
務
で
あ

る
。
し
か
し
、
地
代
店
賃
の
み
引
き
下
げ
て
は
、
沽
券
状
の
所

有
者
の
中
に
は
損
害
を
被
り
、
生
活
に
支
障
が
出
る
者
も
現
れ

て
混
乱
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
沽
券
状
に
記
載
さ

れ
た
地
代
の
金
額
は
据
え
置
く
が
、
地
代
家
賃
、
職
人
の
賃
金

を
寛
政
以
前
の
水
準
に
引
き
下
げ
る
こ
と
で
物
価
を
下
落
さ
せ

る
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
商
人
・
大
工
・
鳶
職
人
等
の
日
雇
い

労
働
者
の
賃
金
を
調
査
し
、
実
態
把
握
に
努
め
て
い
る
。
」
と

し
て
い
る
。

価
格
統
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
絡
み
合
う
複
雑
な
問
題
だ

け
に
、
今
後
町
奉
行
ら
は
、
地
代
店
賃
等
引
き
下
げ
策
の
影
響

や
反
応
を
窺
い
な
が
ら
、
実
態
調
査
を
展
開
し
て
い
く
方
針
だ
。

→
産
業

55―

224頁
。

端
午
の
節
句
の
飾
り
物
も
質
素
に

四
月
端
午
の
節
句
を
目
前
に
し
て
、
節
句
の
飾
り
物
を
扱
う

店
に
対
し
、
市
中
取
締
掛
名
主
や
町
奉
行
所
の
三
廻
り
同
心
ら

の
見
廻
り
検
分
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
昨
年
十
月
に
出
さ
れ
た

町
触
に
対
応
し
た
も
の
で
、
華
美
・
高
価
な
品
は
製
造
・
売
買

が
禁
止
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
昨
年
の
売
れ
残
り
に
は
手
の
込

ん
だ
作
り
の
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
販
売
・
購
入
す
る
こ
と

も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

検
分
に
引
っ
掛
か
っ
た
物
の
一
例
を
見
て
み
よ
う
。

縮
緬

ち
り
め
ん製
小
幟
に
鍾
馗

し
ょ
う
きや
武
者
絵
な
ど
を
彩
色
し
た
も
の
。

幟
立
の
枠
に
手
の
込
ん
だ
彫
物
を
し
た
も
の
。

弓
矢
・
鉄
炮
・
具
足
・
兜
な
ど
の
作
り
が
華
美
な
も
の
。

こ
れ
ら
は
昨
年
の
売
れ
残
り
品
と
い
う
こ
と
だ
が
、
例
外
な

く
売
買
禁
止
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

端
午
の
節
句
で
使
用
さ
れ
る
人
形
・
飾
り
物
・
道
具
類
な
ど

は
、
四
月
二
十
五
日
頃
か
ら
十
軒
店
や
尾
張
町
・
麹
町
五
丁
目

な
ど
の
冑
市
で
売
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
処
置

が
出
さ
れ
た

背
景
に
は
、
「
商
人
の
な
か
に
は

新
作
を

去
年
の
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売
れ
残
り
と
称
し
て
販
売
す
る
し
た
た
か
な
者
が
現
れ
る
か
も

し
れ
な
い
」
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

す
べ
て
華
美
な
も
の
は
規
制
さ
れ
て
い
る
昨
今
だ
が
、
子
供

の
成
長
を
願
う
親
と
し
て
は
寂
し
い
こ
と
で
あ
る
。
→
産
業

55―

261頁
。
産
業

54―

863頁
。

組
合
仲
間
な
き
時
代
、
紛
失
物
の
吟
味
に
危
機
感

五
月
十
一
日
質
屋
・
古
着
屋
・
古
鉄
屋
・
古
道
具
屋
・
小
道

具
屋
な
ど
は
、
総
称
し
て
「
八
品
商
」
と
い
わ
れ
る
渡
世
で
、

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
以
来
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
た
び
幕
府
は
彼
ら
に
対
し
、
営
業
方
法
や
紛
失
物
取
り
締
ま

り
に
関
す
る
町
触
を
通
達
し
た
。
そ
の
大
意
は
、
①
将
軍
家
の

家
紋
の
付
い
た
物
品
や
銀
具
類
の
質
取
り
の
禁
止
、
②
質
屋
・

古
着
屋
・
古
着
買
の
買
取
り
・
質
取
り
の
手
法
や
盗
品
の
疑
い

の
あ
る
物
品
の
取
り
扱
い
、
③
小
道
具
屋
・
古
道
具
屋
・
古
鉄

買
も
質
屋
な
ど
に
準
じ
る
旨
と
、
売
買
は
帳
面
に
記
録
す
る
こ

と
を
義
務
化
、
④
質
屋
以
外
の
者
が
武
家
よ
り
質
物
を
取
る
場

合
は
支
配
名
主
へ
の
届
け
出
を
義
務
化
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。

幕
府
は
同
様
の
触
を
す
で
に
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
、
享

保
八
年
（
一
七
二
三
）
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
も
出
し

て
い
る
が
、
今
回
改
め
て
発
布
し
た
背
景
に
は
、
前
年
十
二
月

の
諸
問
屋
組
合
仲
間
停
止
令
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
幕
府
は
組
合

や
仲
間
を
通
じ
て
業
界
を
統
制
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
停

止
後
は
新
規
参
入
す
る
業
者
が
増
加
し
、
こ
れ
ら
の
者
へ
は
業

界
の
仕
来
り
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

11

図３ 十軒店 冑市（『東都歳事記』）



幕
府
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
盗
品
の
売
買
や
、
武
家
の
質
物
の

市
場
へ
の
流
出
な
ど
が
拡
大
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
取
り
締
ま

り
強
化
を
狙
っ
た
模
様
で
あ
る
。
→
産
業

55―

292頁
。

幕
府
、
古
金
銀
の
回
収
に
努
力

五
月
十
六
日

昨
今
の
新
し
い
貨
幣
「
天
保
金
銀
」
（
天
保
八

年
か
ら
天
保
十
四
年
改
鋳
）
が
大
量
に
江
戸
市
中
に
出
廻
っ
て

い
る
。
幕
府
は
こ
の
新
貨
幣
の
流
通
に
つ
と
め
、
古
金
銀
の
回

収
に
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
町
奉
行
は
大
商
人
を
呼
び
出

し
、
所
持
し
て
い
る
古
貨
幣
を
新
貨
幣
に
交
換
す
る
よ
う
、
厳

し
い
申
渡
を
行
っ
た
。

呼
び
出
さ
れ
た
商
人
の
ひ
と
り
、
日
本
橋
金
吹
町
の
両
替
商

播
磨
屋
新
右
門

し
ん
え
も
ん

は
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
は
あ
、
困
り
ま
し

た
よ
。
『
御
番
所
』
（
奉
行
所
）
に
出
頭
せ
よ
と
い
う
『
御
差

紙
』
（
召
喚
状
）
を
私
ど
も
商
人
に
頂
き
ま
し
た
。
出
頭
す
る

と
甲
斐
守
（
鳥
居
忠
耀
）
さ
ま
か
ら
一
人
ご
と
に
『
有
体
に
申

し
立
つ
べ
し
』
と
の
御
直
談
で
、
『
慶
長
金
は
･
･
･
、
元
文
金

は
･
･
･
』
と
所
持
金
額
を
書
か
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
相
違
の
金

額
を
申
し
立
て
れ
ば
罰
を
申
し
付
け
る
と
い
う
剣
幕
で
す
。
与

力
様
か
ら
も
『
不
時
の
宅
改
』
（
抜
き
打
ち
の
家
宅
捜
索
）
も

あ
り
得
る
ぞ
と
脅
さ
れ
ま
し
た
」
。
な
お
、
こ
の
貨
幣
改
鋳
に

よ
っ
て
五
〇
万
両
の
出
目
（
改
鋳
に
よ
る
幕
府
の
利
益
）
が
見

込
ま
れ
て
い
る
。
→
産
業

55―

322頁
。

打
ち
上
げ
花
火
の
価
格
と
規
格
を
規
制

五
月
二
十
四
日
幕
府
は
鍵
屋
弥
兵
衛
、
玉
屋
市
郎
兵
衛
に
対

し
、
隅
田
川
界
隈
大
川
通
に
て
打
ち
上
げ
る
花
火
の
価
格
を
銀

三
十
匁
以
下
に
す
る
こ
と
、
打
ち
上
げ
る
高
さ
は
文
化
年
間
に

決
定
し
た
八
、
九
間
（
約
十
五
ｍ
）
か
ら
二
十
四
、
五
間
（
約

四
十
四
ｍ
）
に
す
る
こ
と
、
江
戸
市
中
に
竹
花
火
を
仕
入
れ
な

い
よ
う
通
達
し
た
。
ま
た
、
市
中
取
締
掛
名
主
へ
、
こ
れ
ま
で

同
様
に
子
供
の
玩
具
用
竹
花
火
の
製
造
禁
止
を
通
達
し
た
。

こ
れ
は
二
十
八
日
に
行
わ
れ
る
隅
田
川
の
川
開
き
を
前
に
、

町
奉
行
遠
山
景
元
の
報
告
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
た
。
花
火
は
川

開
き
の
い
わ
ば
名
物
。
毎
年
両
国
橋
上
流
の
玉
屋
と
下
流
の
鍵

屋
が
技
を
競
っ
て
評
判
を
呼
ん
で
い
る
が
、
最
近
花
火
が
相
場
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よ
り
高
く
取
引
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
規
制
さ
れ
て
い
る
竹
花
火

が
流
通
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
遠
山
は
恒
例
行
事
で
あ
る

両
国
広
小
路
の
茶
屋
花
火
を
こ
の
倹
約
の
ご
時
世
に
行
う
こ
と

に
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
町
奉
行
所
は
寛
政
八
年
（
一
七
九

六
）
以
降
、
こ
う
し
た
規
制
を
何
度
も
通
達
し
て
お
り
、
今
回

も
そ
れ
が
く
り
返
さ
れ
た
と
い
え
そ
う
だ
。
→
産
業

55―

350頁
。

歌
舞
伎
役
者
市
川
海
老
蔵
が
江
戸
を
追
放
に

六
月
二
十
二
日
江
戸
の
人
気
歌
舞
伎
俳
優
、
五
代
目
市
川
海

老
蔵
が
、
奢
侈

し
ゃ
し

禁
止
令
違
反
の
罪
に
よ
り
、
江
戸
十
里
四
方
追

放
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
連
坐
し
、
息
子
の
重
兵
衛
や
海
老

蔵
宅
の
家
主
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
急
度
叱
り
な
ど
の
処
罰
を
受

け
て
い
る
。
海
老
蔵
は
追
放
後
、
成
田
山
新
勝
寺
で
蟄
居

ち
っ
き
ょ生
活

を
送
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

町
奉
行
鳥
居
忠
耀
が
読
み
上
げ
た
判
決
文
に
よ
る
と
、
自
宅

に
長
押
を
作
り
、
床
を
塗
り
が
ま
ち
に
し
、
さ
ら
に
は
華
美
な

雛
道
具
を
調
達
、
芝
居
に
お
い
て
も
観
客
の
ウ
ケ
を
狙
っ
て
、

本
物
の
皮
革
製
品
の
甲
冑
や
鉄
兜
を
用
い
る
な
ど
、
身
分
不
相

13
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応
な
振
る
舞
い
が
目
立
っ
て
い
た
。
幕
府
は
海
老
蔵
の
影
響
力

ゆ
え
に
そ
の
奢
侈
振
り
が
庶
民
に
波
及
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
た

た
め
、
敢
え
て
厳
科
に
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

海
老
蔵
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
江
戸
で
生
ま
れ
、
ま

も
な
く
六
代
目
市
川
団
十
郎
の
養
子
と
な
り
、
十
二
年
に
七
代

目
団
十
郎
を
襲
名
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
は
息
子
に
団

十
郎
の
名
跡
を
譲
り
、
自
身
は
五
代
目
海
老
蔵
と
な
っ
た
。
市

川
家
に
伝
わ
る
お
家
芸
を
「
歌
舞
伎
十
八
番
」
と
し
て
選
定
し

た
の
は
有
名
で
、
小
柄
な
が
ら
荒
事
か
ら
悪
役
ま
で
こ
な
す
多

才
多
能
な
芸
風
に
よ
り
、
江
戸
歌
舞
伎
界
で
は
絶
大
な
人
気
を

誇
っ
て
い
た
。
→
産
業

55―

399頁
。

出
家
社
人
山
伏
神
職
ら
の
町
方
住
居
を
禁
止

六
月
二
十
五
日
昨
年
八
月
の
町
道
場
へ
の
参
詣
禁
止
に
続
き
、

今
回
出
さ
れ
た
町
触
で
は
、
出
家
・
社
人
・
山
伏
・
神
職
な
ど

の
者
は
町
方
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
早
々
に
本
寺
・

本
社
、
ま
た
は
同
宗
・
同
派
の
寺
社
内
へ
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。
取
り
締
ま
り
の
対
象
は
町
方
住
居
を
認
め
ら
れ

た
陰
陽
師

お
ん
み
ょ
う
じ・
普
化
僧

ふ
け
そ
う

・
道
心
者
・
尼
僧
・
行
人
・
願
人
・
神
事

舞
太
夫
ら
に
も
及
び
、
彼
ら
に
つ
い
て
も
本
寺
や
師
家
よ
り
証

文
を
取
り
、
請
人
を
立
て
、
裏
店
に
居
住
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
た
。

町
触
で
は
そ
れ
と
同
時
に
、
出
家
や
社
人
な
ど
が
行
っ
て
い

た
町
中
で
の
法
談
・
念
仏
講
・
題
目
講
な
ど
の
寄
合
や
、
裏
店

で
あ
っ
て
も
寺
院
風
の
造
り
に
し
た
り
、
神
棚
や
仏
壇
を
構
え

て
宗
教
行
為
を
す
る
こ
と
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

町
奉
行
所
で
は
十
二
月
ま
で
に
町
触
の
ご
と
く
改
め
、
そ
の

後
は
等
閑

な
お
ざ
りに
す
れ
ば
厳
科
に
処
す
と
し
て
い
る
が
、
町
方
に
は

町
内
持
ち
の
稲
荷
な
ど
が
多
く
、
そ
こ
を
拠
点
に
生
業
を
立
て

て
い
る
社
人
や
修
験
・
行
人
な
ど
は
、
住
ま
い
を
引
き
払
う
こ

と
で
路
頭
に
迷
う
者
が
続
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
妻
子
を
含

め
る
と
人
数
も
三
、
四
倍
に
膨
れ
上
が
り
、
引
き
取
り
も
容
易

で
は
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
→

産
業

55―

418頁
。

富
士
山
・
大
山
参
詣
客
に
よ
る
抜
け
道
に
品
川
宿
怒
る

九
月
四
日
町
奉
行
所
は
、
江
戸
町
人
が
富
士
山
や
大
山
へ
参

14



詣
す
る
際
、
船
の
利
用
は
品
川
宿
八
ツ
山
下
の
船
着
き
場
ま
で

と
し
、
そ
れ
以
降
江
戸
湾
を
渡
り
神
奈
川
宿
ま
で
向
か
う
こ
と

を
禁
止
す
る
触
を
再
度
出
し
た
。

そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
旅
客
の
移
動
は
原
則
と
し
て
陸
路
の

み
で
あ
り
、
海
上
交
通
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
富
士
山
や
大

山
に
参
詣
す
る
旅
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
近
道
を
し
よ
う
と
猟

船
（
漁
船
）
な
ど
で
密
か
に
海
を
渡
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
品
川
宿
の
者
た
ち
は
、
「
こ
れ
で
は
我
々
の
宿

場
だ
け
で
な
く
、
東
海
道
各
宿
の
旅
籠
屋
や
商
人
た
ち
の
生
業

が
成
り
立
た
な
く
な
る
」
と
町
奉
行
所
に
猛
抗
議
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
も
町
奉
行
所
は
同
様
の
訴
え
を
何
度
も
取
り
上

げ
て
お
り
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
以
降
参
詣
客
の

江
戸
湾
航
行
を
禁
止
し
て
き
た
は
ず
だ
っ
た
が
、
徹
底
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

触
に
先
立
ち
、
南
品
川
周
辺
の
川
船
稼
ぎ
の
者
た
ち
は
こ
れ

ま
で
乗
船
さ
せ
て
き
た
池
上
本
門
寺
へ
の
参
詣
者
ら
、
法
令
の

趣
旨
に
触
れ
な
い
乗
船
客
に
つ
い
て
ま
で
差
し
止
め
ら
れ
る
事

態
の
防
止
を
訴
え
て
お
り
、
今
後
の
成
り
行
き
を
見
守
る
必
要

が
あ
り
そ
う
だ
。
→
産
業

55―

544頁
。

女
医
師
に
よ
る
堕
胎
を
取
り
締
ま
り

十
一
月
三
十
日
江
戸
市
中
に
は
「
女
医
師
」
と
称
す
る
業
種

が
あ
る
。
堕
胎
を
行
う
医
師
だ
。
堕
胎
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
、

男
女
が
密
通
の
事
実
を
押
し
隠
す
た
め
に
行
う
場
合
や
、
夫
婦

相
談
の
上
で
行
う
こ
と
も
あ
る
。
療
治
代
・
食
事
代
な
ど
を
併

せ
て
七
日
間
と
見
積
も
っ
た
場
合
、
金
一
両
二
分
く
ら
い
が
謝

礼
の
相
場
で
、
依
頼
人
の
身
元
に
よ
っ
て
は
よ
り
高
額
に
な
る

場
合
も
あ
る
。
こ
の
た
び
幕
府
は
こ
れ
ら
を
「
不
仁
」「
残
忍
」

な
行
為
と
し
て
、
女
医
師
だ
け
で
な
く
、
女
医
師
に
堕
胎
を
依

頼
し
た
者
も
と
も
に
取
り
締
ま
る
こ
と
と
し
た
。

幕
府
内
で
議
論
に
な
っ
た
こ
と
は
処
罰
基
準
だ
。
殺
人
の
場

合
は
獄
門
に
な
り
得
る
が
、
堕
胎
の
場
合
は
殺
人
と
は
言
い
難

い
。
こ
の
場
合
の
先
例
に
な
っ
た
の
は
、
武
蔵
国
多
摩
郡
小
山

村
百
姓
重
右
衛
門
の
事
件
だ
。
重
右
衛
門
は
、
離
縁
し
よ
う
と

し
て
い
た
妻
が
妊
娠
し
た
の
で
、
妻
に
堕
胎
さ
せ
た
。
そ
の
時

の
罰
が
江
戸
十
里
四
方
追
放
だ
っ
た
。
町
奉
行
遠
山
景
元
・
寺
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社
奉
行
戸
田
忠
温
・
勘
定
奉
行
戸
川
安
清
・
老
中
水
野
忠
邦
ら

の
間
で
評
議
し
、
結
果
、
男
女
密
通
・
夫
婦
相
談
の
上
堕
胎
し

た
場
合
は
、
女
医
師
は
江
戸
払
、
堕
胎
の
依
頼
人
は
江
戸
十
里

四
方
追
放
と
決
定
し
た
。
→
産
業

55―

745頁
。

熊
井
理
左
衛
門
ら
三
名
主
の
仕
事
ぶ
り
を
褒
賞

十
二
月
十
五
日
こ
の
日
、
町
奉
行
鳥
居
忠
耀
は
、
南
町
奉
行

所
の
白
洲
に
深
川
熊
井
町
名
主
理
左
衛
門
、
牛
込
改
代
町
名
主

三
九
郎
、
小
石
川
金
杉
水
道
町
名
主
市
郎
右
衛
門
の
三
名
を
呼

び
出
し
た
。
そ
こ
で
鳥
居
は
彼
ら
に
対
し
、
「
こ
れ
ま
で
市
中

取
締
諸
色
掛
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
領
域
内
に
お
い
て
、
町

奉
行
所
の
意
向
に
背
く
者
た
ち
を
よ
く
取
り
締
ま
っ
て
く
れ
た
。」

と
褒
め
称
え
、
「
こ
の
た
び
三
名
を
特
別
に
惣
名
主
上
席
取
締

に
任
命
し
、
一
代
限
り
苗
字
御
免
、
新
た
な
支
配
領
域
を
任
せ

る
の
で
、
今
後
も
い
っ
そ
う
取
り
締
ま
り
に
励
む
よ
う
に
。
な

お
、
こ
の
こ
と
は
老
中
水
野
忠
邦
様
も
了
承
済
み
で
あ
る
。
」

と
申
し
渡
し
た
と
い
う
。

白
洲
に
呼
ば
れ
た
の
は
、
こ
の
三
人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

鳥
居
は
こ
れ
に
続
け
て
二
十
一
日
、
市
中
取
締
掛
名
主
を
つ
と

め
る
深
川
大
工
町
の
八
左
衛
門
ら
十
名
を
褒
賞
し
、
新
た
な
支

配
領
域
を
任
せ
る
こ
と
と
し
た
。
彼
ら
は
今
後
の
勤
め
方
次
第

で
褒
美
が
新
た
に
加
わ
る
の
で
、
い
っ
そ
う
の
勤
め
が
奨
励
さ

れ
て
い
る
。

鳥
居
は
老
中
水
野
の
腹
心
で
、
町
奉
行
と
し
て
改
革
の
実
務

を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
名
主
組
織
の
新
編
成
で
、
優
秀

な
名
主
に
は
相
応
の
報
酬
と
地
位
を
保
証
す
る
こ
と
で
、
江
戸

町
方
支
配
の
引
き
締
め
を
図
る
狙
い
の
よ
う
だ
。
→
産
業

55―

806頁
。
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