
津
山
藩
江
戸
藩
邸
留
守
居
日
記
盗
難
事
件
弘
化
二
（
一
八
四

五
）
年
十
二
月
五
日
、
美
作
国
津
山
藩
の
江
戸
留
守
居
役
・
吉

田
権
平
よ
り
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
（
「
日
記

弘
化

二
乙
巳
年
従
七
月
至
十
二
月
」）。
江
戸
藩
邸
の
留
守
居
役
御
用

座
敷
二
階
の
押
入
か
ら
、
大
量
の
勤
向
日
記
や
書
類
が
無
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
記
は
冊
数
に

し
て
五
十
冊
以
上
、
書
類
の
出
納
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
十
一
月

二
十
一
日
か
ら
十
二
月
三
日
ま
で
の
間
の
犯
行
で
あ
っ
た
。
翌

日
、
さ
っ
そ
く
津
山
藩
士
・
河
内
為
八
の
若
党
・
吉
田
金
五
郎

の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
盗
ん
だ
日
記
や
書
類
は
、

通
三
町
目
文
右
衛
門
店
の
紙
屑
買
・
徳
兵
衛
こ
と
林
兵
衛
へ
五

度
に
わ
け
て
売
り
払
っ
た
と
い
う
。
目
方
に
し
て
三
貫
八
百
五

十
目
、
代
金
一
分
二
朱
と
銭
三
貫
五
百
八
十
八
文
。
す
で
に
紙

屑
仲
買
と
思
わ
れ
る
上
槇
町
中
通
り
の
紙
屑
屋
・
鈴
木
屋
銀
蔵

の
手
に
渡
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
竪
帳
日
記
五
十
冊
は
、
金
五

郎
自
身
が
買
い
戻
し
、
河
内
方
の
役
部
屋
床
下
へ
置
か
れ
て
い

た
。
残
り
の
日
記
等
は
、
銀
蔵
よ
り
無
事
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。
な
ぜ
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
留
守
居
の
日
記
を

盗
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
の
社
会
経

済
事
情
や
、
紙
屑
買
と
の
関
係
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

江
戸

の
紙

屑
買

と
は

何
者

か
紙
屑
渡
世
に
は
、
「
立
場
」
と

称
す
る
紙
屑
屋
（
紙
屑
仲
買
）
と
、
籠
を
担
い
で
紙
屑
を
買
い
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取
っ
て
市
中
を
廻
る
売
子
・
買
出
人
（「
小
前
紙
屑
買
」）
が
い

た
。
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
頃
に
は
、
江
戸
市
中
に
紙
屑
仲

買
の
者
が
二
百
六
十
三
名
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
小
前
紙
屑
買
は
そ
の
日
稼
ぎ
の
者
が
多
く
、
必
ず
し
も

専
業
的
に
携
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
日
毎
に
「
立

場
」
よ
り
荷
籠
や
元
手
金
を
借
り
て
営
業
し
、
そ
の
借
り
賃
を

古
紙
・
紙
屑
売
り
渡
し
金
か
ら
差
し
引
い
た
分
が
収
入
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
市
中
で
は
、
紙
屑
仲
買
を
中
心
と
し
て
、

紙
屑
買
―
紙
屑
仲
買
―
紙
漉
屋
―
紙
屋
・
荒
物
屋
と
い
う
、
紙

屑
の
廃
棄
・
再
生
産
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

紙
屑
屋
の
な
か
に
は
紙
漉
屋
へ
の
取
り
次
ぎ
だ
け
で
な
く
、
漉

き
立
て
や
漉
立
紙
の
小
売
り
ま
で
も
行
う
者
も
多
く
い
た
。
江

戸
時
代
に
は
、
高
度
な
文
書
に
よ
る
行
政
・
経
済
シ
ス
テ
ム
が

発
達
し
て
い
た
。
日
々
、
膨
大
な
量
の
紙
が
消
費
さ
れ
た
が
、

そ
の
大
半
は
反
古
・
紙
屑
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
再
生
産
に
廻
す
た
め
の
専
門
業
者
と
し
て
、
必
然
的

に
紙
屑
買
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

紙
屑
買
の
統
制
幕
府
は
、
盗
品
な
ど
を
扱
う
可
能
性
の
あ
る

質
屋
、
古
鉄
買
、
古
着
買
な
ど
八
つ
の
職
種
に
組
合
を
結
成
さ

せ
、
紛
失
物
の
取
り
調
べ
等
が
行
き
届
く
よ
う
に
し
た
（
『
江

戸
町
触
集
成
』）。
た
だ
、
紙
屑
買
の
み
は
、
内
仲
間
と
呼
ば
れ

る
共
同
組
織
は
あ
っ
た
も
の
の
、
度
々
の
訴
願
に
も
関
わ
ら
ず
、

仲
間
組
合
の
結
成
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
紙
屑
買
も
含
め
て
複
数
の
職
種
を
兼
業
し
て
い
る
者
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も
多
く
、
特
に
古
鉄
買
・
古
着
買
・
紙
屑
買
は
一
体
的
に
扱
わ

れ
、
町
触
も
合
わ
せ
て
出
さ
れ
て
い
た
。
天
保
期
以
前
の
紙
屑

買
に
対
す
る
取
締
は
、
籠
の
中
が
見
え
る
「
見
透
の
目
籠
」
の

使
用
と
、
盗
品
や
紙
屑
以
外
の
品
の
取
り
扱
い
禁
止
と
い
う
二

点
で
一
貫
し
て
い
た
（『
江
戸
町
触
集
成
』、
旧
幕
引
継
書
「
紙

屑
買
」）。
頻
繁
に
町
触
と
し
て
出
さ
れ
続
け
た
こ
と
か
ら
も
、

き
ち
ん
と
守
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

�塵
ぞ
金
山

�浅
草
紙
こ
の
紙
屑
買
が
集
め
た
紙
屑
を
原
料

に
漉
き
立
て
ら
れ
た
漉
返
紙
が
、
「
浅
草
紙
」
と
呼
ば
れ
た
安

価
な
雑
用
紙
で
あ
る
。
特
に
浅
草
山
谷
か
ら
三
ノ
輪
に
か
け
て

生
産
者
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
千
住
・
足
立
方
面

に
ま
で
展
開
し
て
い
た
。
古
紙
を
原
料
に
し
た
た
め
色
は
黒
く
、

鼻
紙
や
落
し
紙
な
ど
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
広

く
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
石
灰
で
蒸
解
し
直
し
た
も
の
は
色
が

白
く
、
読
本
の
表
紙
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
（
『
日
本
大
百
科

全
書
』
）
。
佐
藤
信
淵
『
経
済
要
録
』
（
文
政
一
〇
年
・
一
八
二

七
）
に
は
、
そ
の
生
産
高
は
毎
年
十
万
両
に
及
ぶ
と
記
さ
れ
て

お
り
、
江
戸
市
中
の
一
大
産
業
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
江
戸
近
郊
で
も
漉
返
紙
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
紙
屑
屋
に
よ
る
買
い
占
め
や
価
格
操
作
も
あ
っ
て
、
紙
屑

の
価
格
高
騰
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中

期
、
「
浅
草
紙

塵
ぞ
金
山

江
戸
の
春
」
と
い
う
句
も
詠
ま

れ
た
（
高
野
幽
山
編
『
誹
枕
』
延
宝
八
年
・
一
六
八
〇
序
）。

天
保
改
革
と
紙
屑
買
紙
屑
買
に
対
し
て
前
述
の
よ
う
な
取
締

に
終
始
し
て
い
た
町
奉
行
所
で
あ
る
が
、
天
保
十
四
年
頃
よ
り
、

江
戸
市
中
に
お
け
る
漉
返
紙
の
安
定
的
な
供
給
と
価
格
引
き
下

げ
を
主
眼
と
し
て
、
か
な
り
具
体
的
な
対
策
を
展
開
す
る
こ
と

と
な
っ
た
（
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
施
策
は
、
全
て
本
巻
収
録
）。

物
価
の
引
き
下
げ
を
重
要
政
策
と
し
た
天
保
改
革
で
は
、
庶
民

の
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
浅
草
紙
に
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

ⅰ
判
型
の
規
格
統
一
紙
屑
値
段
の
高
騰
に
伴
い
、
寸
法
の

小
さ
い
「
小
盤
」
や
厚
さ
の
薄
い
も
の
な
ど
、
品
質
を
悪
く
し

て
事
実
上
の
値
上
げ
を
行
っ
た
漉
返
紙
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
破
棄
さ
せ
、
定
尺
（
縦
九
寸
・
幅
一
尺
一
寸
）
の
「
大

盤
」
に
改
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
後
も
大
盤
が
不
足
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し
た
た
め
、
隠
し
持
っ
て
い
た
小
盤
を
販
売
す
る
者
も
お
り
、

取
締
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

ⅱ
紙
屑
の
定
値
段
漉
返
紙
の
価
格
を
抑
え
る
方
法
と
し
て
、

原
材
料
で
あ
る
紙
屑
の
値
段
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
。

不
相
当
の
相
場
を
解
消
す
る
た
め
、
古
紙
の
品
質
に
応
じ
て
、

白
屑
、
反
故
、
下
物
と
三
種
類
に
分
け
て
値
段
が
定
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

ⅲ
紙
屑
の
近
郊
地
域
へ
の
販
売
禁
止
紙
屑
値
段
高
騰
の
直

接
的
な
要
因
と
し
て
、
江
戸
市
中
よ
り
も
高
値
で
取
引
さ
れ
る

近
郊
地
域
へ
の
紙
屑
流
出
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
町
奉
行
所

は
、
近
郊
地
域
へ
の
抜
け
売
り
の
禁
止
と
、
市
中
で
の
漉
き
立

て
を
命
じ
た
。
漉
き
立
て
を
出
来
な
い
小
前
紙
屑
買
に
対
し
て

は
、
定
値
段
に
て
市
中
の
重
立
っ
た
紙
屑
屋
へ
売
り
渡
す
こ
と

が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

ⅳ
生
産
量
の
確
保
漉
返
紙
不
足
の
も
う
一
つ
の
要
因
と
し

て
、
紙
漉
に
回
し
た
紙
屑
の
分
量
と
、
出
来
上
が
っ
た
漉
返
紙

の
分
量
と
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

紙
屑
屋
と
漉
返
屋
と
の
間
で
は
、
徹
底
し
た
漉
紙
生
産
量
の
確

認
と
と
も
に
、
紙
屑
の
売
買
を
禁
止
し
、
渡
し
た
分
量
だ
け
漉

き
立
て
さ
せ
、
漉
き
返
し
手
間
代
の
み
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ

た
。
漉
返
紙
を
請
け
取
っ
た
紙
屑
屋
は
、
自
ら
小
売
り
す
る
か
、

紙
屋
へ
卸
し
て
元
手
金
を
回
収
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
紙
屑
買
の
仲
間
組
合
の
結
成
は
公
式
に
は
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
用
品
と
し
て
大
量
に
消

費
さ
れ
る
漉
返
紙
の
品
薄
を
避
け
る
た
め
、
「
手
広
」
に
行
う
こ

と
で
生
産
量
の
維
持
・
増
産
を
図
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

藍
蝋
屑
粕
混
入
漉
返
紙
の
登
場
紙
屑
の
不
足
や
価
格
高
騰
に

対
し
、
紙
漉
屋
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

深
川
元
加
賀
町
又
吉
店
の
紙
漉
屋
・
弥
一
郎
ら
は
、
不
足
す
る

紙
屑
の
代
わ
り
に
、
藍
瓶
の
縁
に
付
い
た
藍
汁
の
泡
を
集
め
て

棒
状
に
固
め
た
「
藍
蝋
」
を
活
用
す
る
こ
と
を
町
奉
行
所
へ
届

け
出
た
の
で
あ
る
（
本
巻
収
録
）
。
割
合
は
、
藍
蝋
八
分
、
紙

屑
二
分
と
、
ど
ち
ら
が
主
原
料
か
分
か
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

諸
色
掛
名
主
の
献
策
諸
色
掛
名
主
か
ら
も
漉
返
紙
の
価
格
抑

制
に
繋
が
る
献
策
が
行
わ
れ
て
い
る
（
本
巻
収
録
）
。
物
価
引

き
下
げ
の
た
め
に
江
戸
市
中
の
調
査
・
監
督
を
担
う
諸
色
掛
名
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主
は
、
紙
屑
買
の
不
正
が
漉
返
紙
の
品
不
足
に
繋
が
っ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
近
郊
地
域
で
の
「
種
屑
相
場
」

が
市
中
よ
り
も
高
い
た
め
、
漉
返
紙
の
値
段
も
高
騰
し
、
市
中

の
紙
屋
が
そ
の
よ
う
な
品
を
仕
入
れ
て
販
売
し
て
も
儲
け
が
ほ

と
ん
ど
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
値
で
仕
入
れ
て

は
、
町
奉
行
所
に
よ
る
取
締
の
対
象
と
も
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

仕
入
れ
や
販
売
を
差
し
控
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
こ
で
、
近
郊
地
域
よ
り
仕
入
れ
た
漉
返
紙
に
つ
い
て
は
、
市

中
で
の
品
薄
回
避
を
第
一
に
考
え
、
当
分
は
そ
の
時
々
の
相
場

で
仕
入
れ
、
そ
の
仕
入
値
に
基
づ
い
た
値
段
で
売
り
払
う
こ
と

を
許
可
す
る
よ
う
に
上
申
す
る
に
至
っ
た
。
町
奉
行
所
で
は
、

諸
色
掛
名
主
の
献
策
を
受
け
入
れ
、
町
触
を
出
す
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

浅
草
紙
以
外
に
も
、
全
国
に
は
京
都
の
「
西
洞
院
紙
」
や
大

坂
の
「
湊
紙
」
な
ど
、
有
名
な
漉
返
紙
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
再
商
品
化
・
再
消
費
と
い
う
姿
は
、

物
資
不
足
や
生
産
力
が
未
だ
高
く
な
い
段
階
に
お
い
て
、
再
利

用
が
必
然
的
な
状
況
を
反
映
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

物
価
高
騰
に
直
面
し
た
な
か
で
、
天
保
改
革
を
進
め
る
幕
府

は
安
定
的
な
物
資
供
給
を
実
現
す
る
た
め
、
江
戸
府
内
で
の
生

産
・
消
費
を
優
先
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
庶
民
の
日
用
品
を
め
ぐ
る
生
産
・
流
通
か
ら
は
、
内
憂
外

患
と
い
う
課
題
を
抱
え
る
な
か
で
の
大
都
市
江
戸
の
実
態
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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江
戸
の
夢
の
島
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
）

吉
田
伸
之
『
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト

53

21世
紀
の
「
江
戸
」
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）

岩
淵
令
治
「
江
戸
の
ゴ
ミ
処
理
再
考
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

『
研
究
報
告
』
第
一
一
八
集
、
一
九
九
〇
年
）

（
工
藤
航
平
・
史
料
編
さ
ん
係
専
門
員
）
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《
天
保
十
四
年
＝
一
八
四
三
年
》

町
奉
行
、
地
代
店
賃
引
き
下
げ
を
徹
底

二
月
二
日
町
奉
行
所
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
諸

物
価
の
引
き
下
げ
や
下
層
民
の
救
済
を
目
論
ん
で
出
し
た
地
代

店
賃
（
土
地
代
や
家
賃
な
ど
）
の
引
き
下
げ
令
を
徹
底
す
る
た

め
、
再
び
町
触
を
出
し
た
。

昨
年
、
町
奉
行
所
は
町
々
の
地
主
・
家
主
・
名
主
に
命
じ
て
、

一
町
ご
と
に
古
い
書
物
や
絵
図
面
を
も
と
に
実
地
に
立
ち
会
い

の
も
と
地
代
を
取
り
決
め
、
こ
れ
ら
が
残
っ
て
い
な
い
町
は
近

隣
や
同
位
の
町
と
比
べ
て
決
定
す
る
よ
う
促
し
た
。
ま
た
店
賃

に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
柄
を
見
極
め
て
基
準
額
を
決
定
し
、

そ
の
上
に
建
家
代
を
足
し
て
算
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。
町
々
で

は
早
々
に
こ
れ
ら
を
取
り
調
べ
、
地
代
な
ど
を
決
定
し
町
奉
行

所
へ
提
出
し
た
。
町
奉
行
所
で
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
評
議

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
引
き
下
げ
率
が
決
定
し
た
。

町
奉
行
所
が
引
き
下
げ
率
を
申
し
渡
し
た
と
こ
ろ
、
ど
う
や

ら
決
定
通
り
に
地
代
店
賃
を
引
き
下
げ
て
い
な
い
町
々
も
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
町
奉
行
所
で
は
、
書
き
上
げ
の
通

り
に
地
代
店
賃
を
引
き
下
げ
、
特
に
明
確
な
理
由
も
な
く
引
き

上
げ
る
こ
と
を
禁
じ
る
町
触
を
改
め
て
出
し
た
。
地
代
店
賃
の

引
き
上
げ
に
つ
い
て
、
仕
方
の
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
町
奉

行
所
に
申
し
出
て
指
示
を
受
け
よ
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
町
触
は
、
町
々
の
名
主
・
家
主
ら
が
奉
行
所
の
白
洲
に

お
い
て
通
達
さ
れ
、
請
書
も
提
出
し
た
。
今
後
引
き
下
げ
が
徹

底
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
→
産
業

56―

32頁
。

永
代
橋
衝
突
の
廻
船
、
違
反
摘
発

二
月
三
日
昨
年
十
二
月
二
十
七
日
に
永
代
橋
に
衝
突
し
た
紀

州
船
籍
の
永
徳
丸
（
五
五
〇
石
積
）
が
、
繋
留
方
法
で
違
反
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
繋
留
中
の
廻
船
が
永
代

橋
に
流
れ
当
た
る
事
故
が
頻
発
し
た
た
め
に
定
め
ら
れ
た
文
化

十
四
年
の
規
定
に
則
し
た
も
の
で
あ
る
。
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永
徳
丸
は
昨
年
十
一
月
二
日
に
入
津
、
航
海
中
の
荷
打
（
船

の
安
全
の
た
め
積
荷
を
海
中
へ
捨
て
る
こ
と
）
に
よ
り
荷
主
と

弁
済
金
に
つ
い
て
掛
合
中
だ
っ
た
。
こ
の
間
、
船
は
大
川
口
に

繋
留
、
水
主
八
人
は
他
の
廻
船
へ
乗
り
組
み
、
船
番
が
一
人
だ

け
置
か
れ
て
い
た
。
繋
留
用
の
碇
は
一
頭
、
綱
も
隣
の
船
に
繋

い
だ
だ
け
だ
っ
た
。
こ
れ
に
南
東
か
ら
の
強
風
が
当
た
っ
て
流

れ
出
し
、
永
代
橋
に
衝
突
し
た
。

実
は
、
水
主
が
他
の
廻
船
に
乗
り
組
ん
だ
時
点
で
そ
の
船
は

長
期
間
使
用
し
な
い
「
囲
船
」
と
な
り
、
規
定
で
は
品
川
沖
に

繋
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
六
百
石
以
下
の

船
は
船
番
水
主
三
人
、
碇
三
頭
、
綱
三
房
が
繋
留
の
最
低
条
件

だ
っ
た
が
、
永
徳
丸
は
い
ず
れ
の
規
定
も
満
た
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

廻
船
屋
と
船
頭
は
、
吟
味
中
に
も
関
わ
ら
ず
囲
船
で
あ
る
こ

と
を
ご
ま
か
し
、
船
番
の
人
数
に
規
定
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
な

か
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
最
近
で
は
規
定
を
守
っ

て
い
な
い
船
も
多
く
、
言
い
逃
れ
と
し
か
思
わ
れ
な
い
一
件
で

あ
る
。
→
産
業

56―

37頁
。

7
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質
物
利
息
引
き
下
げ
、
な
の
に
庶
民
難
渋

二
月
十
九
日
質
物
の
利
息
に
つ
い
て
町
奉
行
所
か
ら
基
準
額

の
町
触
が
出
さ
れ
た
。
昨
年
十
二
月
に
引
き
下
げ
の
町
触
が
出

さ
れ
た
ば
か
り
な
の
に
せ
わ
し
な
く
通
達
が
出
さ
れ
た
経
緯
は

何
だ
っ
た
の
か
。

も
と
も
と
質
物
の
利
息
は
貸
金
の
利
息
よ
り
も
利
率
が
高
か
っ

た
が
、
昨
年
の
貸
金
利
息
の
引
き
下
げ
に
伴
っ
て
、
足
並
み
を

揃
え
る
た
め
に
質
物
利
息
も
三
月
・
十
二
月
と
続
け
て
引
き
下

げ
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
日
暮
ら
し
の
者
な
ど
、
質
入
を
す
る
側

に
と
っ
て
は
利
息
が
下
が
る
の
は
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
は

ず
だ
が
、
結
果
と
し
て
一
層
難
渋
す
る
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
。
質
屋
が
質
取
り
を
拒
否
し
始
め
た
か
ら
だ
。

質
屋
の
営
業
に
は
人
件
費
や
質
品
の
管
理
な
ど
の
経
費
が
多

分
に
か
か
る
ら
し
く
、
利
息
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
売
り
上
げ

が
減
る
一
方
で
経
費
削
減
も
難
し
く
、
経
営
難
に
陥
っ
て
い
る

質
屋
が
増
え
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
さ
ら
に
、
昨
今
の
節
倹
令

に
よ
っ
て
高
価
な
衣
類
や
鼈
甲
製
品
な
ど
の
受
け
戻
し
が
さ
れ

ず
、
期
限
超
過
で
質
流
れ
に
し
て
も
損
失
の
方
が
大
き
い
と
い

う
。
質
取
り
を
す
る
＝
損
失
が
増
え
る
と
い
う
図
式
が
出
来
て

し
ま
い
、
質
入
に
行
っ
て
も
断
ら
れ
る
か
、
安
く
見
積
も
ら
れ

て
し
ま
う
。
資
本
金
が
潤
沢
な
質
屋
は
そ
れ
で
も
営
業
出
来
て

い
る
が
、
「
下
質
」
と
い
っ
て
、
質
入
さ
れ
た
品
を
さ
ら
に
大

き
な
質
屋
に
質
入
し
て
差
額
で
稼
い
で
い
た
よ
う
な
小
さ
な
質

屋
は
渡
世
替
え
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
な
状
況
だ
。

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
べ
く
、
町
奉
行
所
で
は
利
息
の
基
準

額
を
示
し
て
、
質
屋
が
質
取
り
を
控
え
る
行
為
を
止
め
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
で
順
調
に
い
く
か
ど
う
か
、
先
行

き
は
不
透
明
で
あ
る
。
→
産
業

56―

65頁
。

手
習
い
師
匠
の
教
授
方
法
に
規
制

三
月
二
十
六
日
町
奉
行
所
が
町
方
男
女
子
弟
の
教
育
に
つ
い

て
、
手
習
い
師
匠
へ
通
知
し
た
。
こ
の
通
知
は
、
手
習
い
だ
け

で
は
な
く
、
礼
儀
・
忠
孝
を
守
ら
せ
る
教
育
を
す
る
よ
う
に
と

い
う
も
の
。

士
分
の
者
は
文
武
・
芸
能
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
が
整
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
町
方
は
特
に
学
問
と
い
え
る
も
の
が
な
い
。
ま
た
、

両
親
の
教
育
方
法
に
も
誤
解
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
幼
年
か
ら
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の
不
品
行
が
風
習
と
な
っ
て
、
風
俗
を
乱
す
要
因
に
な
っ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
町
内
で
教
鞭
を
と
る
手
習
い
師
匠
は
、
手
習
い

だ
け
で
な
く
、
行
儀
・
作
法
も
教
育
し
、
高
札
の
文
言
を
読
み

聞
か
せ
、
そ
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
の
こ
と
で
あ

る
。
な
お
、
不
行
届
の
手
習
い
師
匠
は
取
調
の
う
え
、
処
分
さ

れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。

こ
の
通
知
を
受
け
、
名
主
た
ち
は
手
習
い
師
匠
の
名
前
を
認

め
た
「
手
跡
指
南
之
者
請
印
名
前
書
」
を
町
奉
行
所
へ
提
出
し

た
。
手
習
い
師
匠
へ
の
指
導
に
よ
っ
て
、
風
俗
は
整
う
か
。
今

後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。
→
産
業

56―

137頁
。

町
中
・
在
町
の
家
作
制
限
令
出
さ
れ
る

四
月
二
十
八
日
幕
府
は
江
戸
町
中
な
ら
び
に
国
々
在
町
の
百

姓
・
町
人
に
対
し
身
分
不
相
応
の
華
美
な
家
作
を
禁
じ
る
触
を

出
し
た
。
以
前
か
ら
分
限
外
の
家
作
を
制
限
し
て
き
た
が
、
近

年
は
弛
み
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

今
回
は
具
体
的
な
禁
止
事
例
と
し
て
、
杉
戸
や
入
側
（
畳
敷

き
の
縁
座
敷
）
を
付
け
た
書
院
造
り
風
の
造
り
、
床
・
縁
・
桟
・

框
へ
の
櫛
方
彫
り
物
、
塗
や
金
銀
唐
紙
に
よ
る
装
飾
、
門
玄
関

の
設
置
、
一
見
質
素
に
見
え
て
も
手
間
を
か
け
た
茶
席
同
様
の

風
流
な
造
り
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
用
性
を
欠
く

家
作
の
ほ
か
、
別
荘
や
必
要
以
上
に
広
い
家
も
禁
じ
、
全
て
質

素
な
家
作
に
引
き
直
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
触
面
で
は

百
姓
家
に
お
け
る
華
美
な
家
作
は
耕
作
の
怠
慢
を
招
き
、
風
俗

頽
廃
の
元
に
な
る
と
ま
で
言
及
し
、
奢
侈
は
害
悪
の
根
源
と
し

て
徹
底
的
に
排
除
す
る
構
え
だ
。

改
修
期
限
は
、
町
人
は
当
六
月
、
百
姓
は
農
事
の
間
隙
を
考

え
当
十
二
月
中
ま
で
。
期
限
を
超
え
て
放
置
す
れ
ば
吟
味
の
上

9
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で
厳
科
に
処
す
と
し
て
い
る
。
暮
ら
し
を
楽
し
む
趣
味
人
だ
け

で
な
く
、
内
装
な
ど
の
職
人
に
も
厳
し
い
日
々
と
な
り
そ
う
だ
。

→
産
業

56―
188頁

。

修
験
神
職
の
町
方
住
居
引
き
払
い

五
月
二
十
日
町
奉
行
所
は
市
中
に
住
居
す
る
修
験
・
神
職
へ

地
所
と
手
当
金
を
下
し
、
七
月
晦
日
ま
で
に
指
定
の
地
所
へ
移

る
よ
う
申
し
渡
し
た
。

昨
年
六
月
に
修
験
・
神
職
の
町
方
住
居
を
禁
止
し
、
同
十
二

月
を
期
限
と
し
て
本
寺
・
本
社
や
同
宗
・
同
派
の
寺
社
へ
引
き

移
る
よ
う
命
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
対
象
と
な
る
修
験
・
神
職

と
そ
の
妻
子
の
数
に
対
し
て
受
け
入
れ
可
能
な
寺
社
は
少
な
い

た
め
引
き
取
り
先
が
決
ま
ら
ず
、
期
限
が
迫
る
同
十
二
月
二
十

二
日
に
急
遽
、
延
期
が
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
調
整
は
続
き
、

よ
う
や
く
地
所
の
下
げ
渡
し
や
移
転
費
用
の
補
助
が
決
定
し
た
。

地
所
は
浅
草
書
替
所
脇
、
同
測
量
所
脇
、
渋
谷
豊
沢
村
、
雑

司
ヶ
谷
感
応
寺
跡
地
の
四
ヶ
所
。
狭
小
だ
が
立
地
の
良
い
浅
草

と
中
心
部
か
ら
離
れ
て
い
る
が
広
い
渋
谷
や
雑
司
ヶ
谷
と
い
う

立
地
の
差
を
踏
ま
え
、
人
数
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
地

所
が
配
分
さ
れ
て
い
る
。
町
内
持
の
稲
荷
社
な
ど
を
拠
点
に
生

業
を
営
む
者
も
多
い
こ
と
に
配
慮
し
た
形
だ
。

ま
た
今
回
の
移
転
で
は
、
修
験
・
神
職
と
本
寺
・
本
社
と
の

仲
介
役
を
務
め
る
触
頭
・
関
東
執
役
と
そ
の
配
下
へ
地
所
を
下

げ
渡
す
形
と
な
っ
て
お
り
、
散
在
す
る
修
験
・
神
職
の
居
所
を

固
定
し
、
触
頭
達
を
同
所
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
で
、
市
中
の
修

験
・
神
職
の
取
締
を
行
き
届
か
せ
る
狙
い
の
よ
う
だ
。

た
だ
、
触
頭
達
の
中
に
は
移
転
手
当
金
か
ら
礼
金
を
取
る
話

も
聞
こ
え
て
お
り
、
共
同
移
住
が
裏
目
に
出
な
い
よ
う
、
今
後

の
成
り
行
き
を
見
守
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
→
産
業

56―

246

頁
。町
家
の
下
肥
値
段
を
引
き
下
げ
る

十
月
六
日
町
奉
行
所
は
、
江
戸
近
郊
農
村
か
ら
の
訴
願
を
う

け
、
町
家
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
下
肥
（
糞
尿
）
の
値
段
に
つ
い

て
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
議
定
を
参
考
に
、
一
昨
年
の

値
段
よ
り
一
割
引
き
下
げ
る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
の
訴
願
は
武

蔵
国
・
下
総
国
の
二
八
〇
ケ
村
を
超
え
る
村
々
が
結
集
し
た
も

の
で
、
「
国
訴
」
と
呼
ば
れ
る
領
主
の
支
配
領
域
を
超
え
た
広
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域
訴
願
運
動
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

下
肥
の
総
取
引
高
は
三
万
五
四
九
〇
両
に
の
ぼ
り
、
消
費
都

市
・
江
戸
向
け
の
商
品
作
物
の
栽
培
と
、
そ
の
安
定
的
・
効
率

的
な
生
産
を
支
え
る
「
金
肥
」
（
干
鰯
や
下
肥
な
ど
）
の
需
要

が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
汲
み
取
り
を
行
う
下
掃
除
の

株
式
化
に
よ
り
、
運
搬
を
担
う
船
稼
ぎ
な
ど
が
あ
い
だ
に
介
在

す
る
こ
と
で
、
値
下
げ
の
支
障
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
改
革
で
は
江
戸
市
中
の
物
価
統
制
が
重
要
政
策

の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
下
肥
値
段
引
下
げ
に
は
市
中
で

の
蔬
菜
類
の
価
格
抑
制
が
期
待
さ
れ
る
。
→
産
業

56―

484頁
。

幕
府
、
旗
本
・
御
家
人
の
借
金
を
帳
消
し
に

十
二
月
十
四
日
幕
府
は
水
野
忠
邦
の
失
脚
に
と
も
な
い
、
老

中
首
座
と
な
っ
た
土
井
利
位
が
中
心
と
な
っ
て
、
相
対
済
令
お

よ
び
無
利
息
年
賦
返
済
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
札
差
（
旗

本
・
御
家
人
を
対
象
に
し
た
高
利
貸
）
四
九
店
は
激
怒
し
、
閉

店
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

今
年
五
月
に
幕
府
が
大
名
や
知
行
取
の
旗
本
の
救
済
対
策
と

し
て
、
馬
喰
町
御
用
屋
敷
貸
付
金
の
半
高
棄
捐
・
半
高
無
利
息

令
を
発
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
次
い
で
幕
府
は
、
蔵
米

取
の
旗
本
・
御
家
人
の
救
済
策
と
し
て
、
札
差
制
度
の
改
革
を

画
策
し
て
い
た
。
こ
の
改
革
は
、
町
奉
行
所
が
中
心
と
な
り
、

老
中
水
野
や
札
差
ら
の
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
旗
本
や
御
家

人
と
札
差
の
双
方
の
生
活
に
配
慮
し
た
改
革
が
目
指
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
閏
九
月
に
水
野
が
失
脚
す
る
と
、
こ
の
改
革
の

中
心
は
土
井
と
勘
定
奉
行
所
に
移
っ
て
い
っ
た
。
土
井
や
勘
定

奉
行
所
は
、
以
前
よ
り
札
差
の
高
利
貸
業
に
重
き
を
置
く
姿
勢

を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
姿
勢
が
武
士
の
本
来

の
あ
り
方
に
も
支
障
を
来
し
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
。

よ
っ
て
旗
本
・
御
家
人
の
救
済
の
た
め
、
新
古
の
別
な
く
無
利

息
年
賦
と
し
、
札
差
に
は
厳
し
い
処
置
と
な
っ
た
。

旗
本
・
御
家
人
の
救
済
の
た
め
に
発
令
さ
れ
た
法
で
あ
る
が
、

多
く
の
札
差
の
閉
店
は
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
生
活
に
支
障
を

来
す
事
態
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
幕
府
の
今
後
の
対
応

に
注
目
が
集
ま
る
。
→
産
業

56―

608頁
。
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《
天
保
十
五
年
＝
一
八
四
四
年
》

源
頼
光
土
蜘
蛛
錦
絵
再
板
処
罰

正
月
十
日
絵
草
紙
屋
辻
屋
安
兵
衛
等
が
こ
の
ほ
ど
召
し
捕
ら

れ
た
。
罪
状
は
昨
年
禁
止
さ
れ
た
「
源
頼
光
土
蜘
蛛
退
治
」
の

錦
絵
再
板
に
関
わ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
錦
絵
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
「
判
じ
物
」
と
判

断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
蜘
蛛
の
巣
の
中
の
百
鬼
夜
行
の
化
け

物
と
し
て
お
仕
置
き
を
受
け
た
南
蔵
院
や
堺
町
名
主
、
隠
売
女
、

女
浄
瑠
璃
、
女
髪
結
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
源
頼
光
は
将
軍

徳
川
家
慶
、
四
天
王
は
役
人
で
あ
ろ
う
と
江
戸
市
中
で
大
評
判

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、
錦
絵
は
回
収
、
板
木
は
削
り
潰

し
と
な
っ
た
が
、
板
元
・
画
師
と
も
に
処
罰
は
免
れ
た
。
同
年

冬
に
再
板
さ
れ
た
際
は
、
絵
草
紙
掛
名
主
の
改
め
を
受
け
た
が
、

許
可
を
受
け
た
も
の
と
は
別
に
化
け
物
を
加
え
た
も
の
を
三
倍

近
い
値
段
で
隠
し
売
り
し
て
い
た
廉
で
、
板
元
は
二
十
日
間
手

鎖
の
上
三
貫
文
の
過
料
、
画
師
も
同
額
の
過
料
の
処
罰
を
受
け

て
い
る
。

今
回
は
三
度
目
と
も
あ
っ
て
、
小
売
り
を
し
て
い
た
絵
草
紙

屋
辻
屋
ほ
か
三
名
は
八
ケ
月
手
鎖
等
、
内
職
で
板
摺
を
し
て
い

た
大
名
家
中
の
板
元
は
屋
敷
門
前
払
い
、
卸
売
り
を
し
て
い
た

者
は
土
蔵
に
賭
博
に
用
い
る
め
く
り
札
も
見
つ
か
り
江
戸
払
い
、

画
師
は
三
貫
文
の
過
料
と
な
っ
た
。
→
産
業

56―

656頁
。

品
川
宿
・
内
藤
新
宿
に
お
け
る
飯
盛
女
人
数
削
減

正
月
二
十
九
日
今
般
東
海
道
品
川
宿
（
北
品
川
宿
・
南
品
川

宿
・
歩
行
新
宿
）
お
よ
び
内
藤
新
宿
に
て
、
旅
籠
屋
の
召
し
抱

え
る
飯
盛
女
の
人
数
が
改
め
ら
れ
た
。

正
月
二
十
三
日
に
品
川
宿
が
関
東
取
締
出
役
の
改
め
を
受
け
、

二
十
六
日
に
は
道
中
奉
行
跡
部
良
弼
の
役
所
へ
関
係
者
が
出
頭

し
た
。
そ
の
人
数
は
宿
役
人
二
四
人
、
旅
籠
屋
九
四
人
、
飯
盛

女
一
三
五
七
人
、
と
凡
一
五
〇
〇
人
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。

二
十
九
日
、
道
中
奉
行
は
、
同
宿
の
飯
盛
女
を
合
計
五
百
人
に

制
限
し
残
り
は
請
人
や
身
寄
り
の
者
な
ど
へ
引
き
取
ら
せ
る
よ

う
に
命
じ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
度
は
江
戸
市
中
に
元
飯
盛
女
・
売
女
が
溢
れ
、

馴
染
み
の
客
な
ど
を
呼
ん
で
渡
世
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
一
方
で
、
二
月
に
は
内
藤
新
宿
で
も
同
様
の
改
め
が
お
こ
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な
わ
れ
た
。
同

宿
の
飯
盛
女
は

合
計
一
五
〇
人

に
制
限
さ
れ
、

内
訳
は
大
小
間

口
の
旅
宿
で
六

分
四
分
の
割
合

と
な
っ
た
。
こ

の
人
数
は
明
和

元
年
（
一
七
六

四
）
を
基
準
と

し
た
も
の
だ
が
、

果
た
し
て
守
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。

→
産
業

56―

672

頁
。

江
戸
城
本
丸
焼
失
、
町
火
消
大
活
躍

五
月
十
日
十
日
未
明
、
江
戸
城
大
奥
長
局
の
辺
り
か
ら
出
た

火
は
、
本
丸
の
ほ
と
ん
ど
を
灰
燼
に
帰
し
、
午
前
十
時
頃
に
鎮

火
し
た
。
将
軍
家
慶
は
無
事
に
西
丸
へ
移
っ
て
い
る
が
、
奥
向

の
女
中
等
に
五
〇
人
程
の
死
者
が
出
た
と
の
情
報
も
あ
る
。
出

火
元
と
思
わ
れ
る
部
屋
の
主
は
無
事
に
避
難
し
て
お
り
、
今
後

処
罰
が
検
討
さ
れ
る
。

本
丸
は
焼
失
し
た
が
、
冠
木
御
門
を
は
じ
め
、
各
所
の
櫓
や

宝
蔵
な
ど
は
、
町
火
消
の
活
躍
で
消
し
留
め
ら
れ
類
焼
を
免
れ

た
。
町
火
消
等
各
組
は
出
火
後
す
ぐ
に
御
城
へ
駆
け
付
け
、
町

奉
行
所
の
与
力
・
同
心
や
町
名
主
等
の
差
配
を
受
け
て
消
防
に

当
た
っ
て
い
た
。
あ
る
組
は
、
高
所
の
櫓
に
梯
子
を
継
い
で
登

り
、
竜
吐
水
も
届
か
な
い
な
か
で
手
桶
で
消
火
を
行
っ
た
と
い

う
。
各
組
と
も
賞
賛
に
値
す
る
働
き
で
あ
っ
た
が
、
懸
命
な
消

火
活
動
に
無
理
が
た
た
っ
て
、
多
数
の
怪
我
人
と
死
者
が
出
て

し
ま
っ
て
い
る
。
表
御
門
の
消
火
に
当
た
っ
て
い
た
十
番
組
の

火
消
人
足
等
は
、
火
勢
が
強
く
な
っ
て
も
消
火
を
続
け
て
い
た

た
め
、
焼
け
崩
れ
た
際
に
火
に
巻
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
死
者
二
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名
、
負
傷
者
は
五
〇
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

本
丸
再
建
は
翌
日
か
ら
動
き
始
め
て
い
る
が
、
何
か
と
物
入

り
と
な
る
た
め
、
数
年
来
進
め
ら
れ
て
き
た
通
用
金
銀
以
外
の

古
金
銀
の
使
用
停
止
・
引
替
が
一
旦
止
め
ら
れ
、
一
定
期
間
古

金
銀
使
用
が
認
め
ら
れ
る
ら
し
い
。
本
丸
造
営
に
か
か
る
諸
費

用
は
総
額
一
七
五
万
四
三
四
五
両
余
と
の
試
算
が
出
て
い
る
。

諸
侯
の
献
金
は
七
八
万
両
余
、
町
人
等
も
一
一
万
両
余
の
献
金

を
願
い
出
て
い
る
と
い
う
。
→
皇
城
３
―

653頁
。
市
街

41―

156

頁
。

《
弘
化
元
年
＝
一
八
四
四
年
》

寄
場
渡
世
取
締
方
改
正

十
二
月
二
十
四
日
寄
場
規
制
の
一
部
が
解
除
さ
れ
た
と
い
う

朗
報
が
入
っ
た
。
寄
場
取
り
締
ま
り
の
た
め
、
一
昨
年
の
二
月

十
二
日
に
古
く
か
ら
あ
る
一
五
の
寄
場
以
外
で
の
営
業
停
止
が

命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
規
制
を
一
部
解
除
し
、
ど
の
場
所

で
も
勝
手
次
第
に
渡
世
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

先
の
規
制
に
よ
る
軒
数
の
限
定
が
株
式
同
様
と
な
っ
て
寄
場

営
業
の
専
有
状
況
を
生
ん
だ
結
果
、
辻
や
明
地
で
昔
噺
な
ど
を

催
す
者
が
絶
え
ず
、
か
え
っ
て
不
取
締
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
規
制
解
除
に
踏
み
切
っ
た
。

た
だ
し
、
神
道
講
釈
・
心
学
・
軍
書
講
談
・
昔
噺
の
四
業
限

定
、
女
性
の
出
入
り
禁
止
、
鳴
物
の
使
用
禁
止
と
い
っ
た
内
部

規
制
は
変
わ
ら
ず
継
続
す
る
。

ま
た
、
今
回
の
規
制
解
除
に
伴
う
詐
欺
に
は
注
意
が
必
要
だ
。

未
確
認
情
報
だ
が
、
あ
る
寄
場
で
は
、
紺
看
板
を
羽
織
っ
た
中

間
風
の
男
が
「
北
御
役
所
御
中
間
」
を
名
乗
り
、
新
規
寄
場
渡

世
の
者
は
酒
代
を
支
払
え
と
強
ゆ

請 す

っ
て
き
た
と
い
う
。
北
町
奉

行
所
に
よ
る
新
規
業
者
へ
の
徴
収
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
詐
欺
の

可
能
性
が
高
い
。
年
明
け
に
も
新
規
、
既
存
に
関
わ
ら
ず
市
中

の
寄
場
渡
世
を
把
握
、
詐
欺
を
警
戒
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

→
産
業

56―

927頁
。

《
弘
化
二
年
＝
一
八
四
五
年
》

歌
舞
伎
役
者
市
川
団
十
郎
褒
賞

五
月
八
日
江
戸
の
人
気
歌
舞
妓
俳
優
・
五
代
目
市
川
海
老
蔵

14



が
奢
侈
禁
止
令
違
反
の
た
め
に
江
戸
を
追
放
さ
れ
て
も
う
す
ぐ

三
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
残
さ
れ
た
息
子
・

八
代
目
市
川
団
十
郎
へ
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

父
海
老
蔵
へ
の
御
仕
置
後
、
人
気
は
あ
れ
ど
も
若
年
故
に
父

よ
り
給
金
も
劣
り
、
借
財
や
厄
介
も
多
く
暮
ら
し
が
困
難
な
中

で
郊
外
で
暮
ら
す
父
へ
給
金
の
一
部
を
送
り
、
大
坂
へ
父
が
旅

立
っ
た
際
に
も
路
銀
な
ど
を
渡
し
、
父
か
ら
の
手
紙
を
母
す
み

に
読
み
聞
か
せ
て
安
心
さ
せ
、
母
が
病
に
倒
れ
た
際
も
厚
く
看

病
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
自
身
は
質
素
な
生
活
を
心
懸
け
、
妹

や
弟
を
養
育
し
、
姉
や
父
の
弟
子
も
世
話
を
し
た
。
妻
を
娶
る

年
頃
に
も
関
わ
ら
ず
母
を
思
い
勧
め
も
断
り
、
毎
朝
精
進
、
茶

も
断
ち
、
成
田
山
新
勝
寺
の
御
旅
所
へ
も
日
参
し
て
父
の
無
事

と
帰
国
を
祈
る
孝
心
を
尽
く
し
た
姿
は
全
く
奇
特
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
真
摯
な
姿
を
知
っ
た
町
奉
行
所
は

母
す
み
と
町
役
人
を
呼
び
、
団
十
郎
に
対
し
褒
賞
と
し
て
鳥
目

十
貫
文
を
与
え
る
と
伝
え
た
。
彼
の
孝
心
は
報
わ
れ
た
が
、
父

の
帰
国
と
い
う
祈
り
が
報
わ
れ
る
日
は
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
→

産
業

56―

1009頁
。

天
文
暦
等
に
関
連
す
る
出
板
検
閲
方

七
月
二
十
八
日
幕
府
は
新
板
書
物
に
つ
い
て
、
草
稿
の
提
出

先
変
更
を
通
知
し
た
。
学
問
所
へ
の
提
出
か
ら
、
天
文
・
暦
算
・

世
界
絵
図
等
は
天
文
方
へ
、
蘭
書
翻
訳
・
蘭
方
医
書
は
天
文
方

山
路
諧
孝
へ
の
変
更
で
あ
る
。
山
路
諧
孝
は
、
蘭
書
和
解
御
用

を
務
め
て
お
り
、
蘭
書
の
専
門
家
だ
。
幕
府
は
、
天
保
十
三
年

に
も
新
板
書
物
に
関
す
る
通
知
を
出
し
て
い
る
が
、
天
文
・
暦

算
・
世
界
絵
図
・
蘭
書
翻
訳
に
関
し
て
は
、
案
内
不
足
で
あ
っ
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た
と
し
て
改
め
て
通
知
し
た
。

こ
れ
対
し
て
八
月
、
町
奉
行
の
鍋
島
直
孝
か
ら
医
学
館
督
事

の
多
紀
安
良
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
「
蘭
方
医
書
は
医
学

館
へ
廻
さ
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
？
」
と
。
天
保
十
三
年
七

月
に
「
医
書
は
医
学
館
へ
草
稿
を
提
出
す
る
こ
と
」
と
通
知
さ

れ
て
い
る
た
め
、
提
出
先
の
確
認
で
あ
る
。
蘭
方
医
書
の
提
出

先
は
、
医
学
館
か
、
天
文
方
山
路
諧
孝
か
。
こ
の
問
い
合
わ
せ

を
受
け
て
多
紀
安
良
は
、
当
時
町
奉
行
だ
っ
た
鳥
居
忠
耀
に
確

認
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
「
蘭
方
医
書
は
天
文
方
山
路

諧
孝
へ
草
稿
を
提
出
の
こ
と
」
と
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

→
産
業

56―

1042頁
。
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『旧江戸朱引内図－復刻と解題－』

�江戸朱引図
�
として教科書や歴史教養番組などでもお馴染

みの「旧江戸朱引内図」を復刻しました。解題編では、本絵図

が作成された背景や朱引・墨引の範囲などを、史料や写真をも

ちいて詳しく解説しています。

都庁第一本庁舎３階 都民情報ルームで販売中です。カラー

絵図１枚（縦38cm×横54cm・台紙付き）、解題Ｂ５版23頁を、

特製の専用ケースに入れて、価格は2,430円です。

天下の城下町・江戸の範囲を知る資料として、都市史研究、

地域学習や歴史散策などにご活用ください。


