
﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
に
見
る
江
戸
の
唐
物
屋

野

口

剛

は
じ
め
に

江
戸
時
代
に
﹁
唐
物
屋
﹂
と
呼
ば
れ
る
商
人
が
い
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
断
片

的
に
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
に
お
け
る
岡
佳
子
氏
の
研
究
は
、
﹃
隔
蓂
記
﹄

を
は
じ
め
と
す
る
文
献
の
綿
密
な
分
析
を
通
じ
て
江
戸
時
代
前
期
、
十
七
世
紀

の
唐
物
屋
た
ち
の
姿
を
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
て
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
か
つ
重

要
で
あ
る
。

1

唐
物
屋
と
は
何
か
。
岡
氏
の
言
葉
を
引
用
す
る
な
ら
﹁
唐
物
や
唐
絵
は
も
と

2

よ
り
和
物
も
含
ま
れ
る
が
、
伝
来
と
由
緒
を
も
つ
も
の
や
骨
董
的
な
価
値
の
あ

る
も
の
を
主
体
と
し
、
所
持
者
に
よ
っ
て
他
者
に
披
露
さ
れ
、
披
露
さ
れ
た
側

が
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
に
足
る
﹂
、
そ
の
よ
う
な
品
物
の
﹁
一
群
が
江
戸
時
代
初

頭
に
﹃
道
具
﹄
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
扱
う
商
人
が
﹃
唐
物
屋
﹄
で
あ
っ
た
﹂
。

岡
氏
は
さ
ら
に
、
﹁
当
初
、
京
都
の
唐
物
屋
た
ち
は
公
家
や
寺
社
な
ど
で
道
具

類
を
仕
入
れ
て
江
戸
に
下
り
、
売
却
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
道
具
取

引
の
活
発
化
に
よ
っ
て
、
江
戸
で
道
具
市
場
が
形
成
さ
れ
る
と
、
江
戸
居
住
の

唐
物
屋
た
ち
が
生
ま
れ
た
、
と
の
筋
道
が
浮
か
ぶ
﹂
と
し
て
、
上
方
と
江
戸
を

往
来
し
た
唐
物
屋
、
あ
る
い
は
江
戸
を
拠
点
と
す
る
唐
物
屋
の
出
自
に
つ
い
て

見
通
し
を
示
さ
れ
た
。
同
じ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
貞
享
四
年
︵
一
六
八

七
︶
刊
行
の
﹃
江
戸
鹿
子
﹄
、
そ
の
巻
六
﹁
諸
職
名
匠
諸
商
人
﹂
の
﹁
唐
物
屋
﹂

3

の
項
に
お
い
て
、
﹁
霊
巌
嶋
長
崎
町
﹂
に
店
を
構
え
る
六
人
の
ひ
と
り
に
あ
げ

ら
れ
る
﹁
大
平
五
兵
衛
﹂
が
、
鳳
林
承
章
の
周
辺
に
い
た
、
江
戸
下
り
の
唐
物

屋
・
大
平
五
兵
衛
の
後
裔
で
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。

し
か
し
そ
の
後
、
江
戸
時
代
中
・
後
期
を
通
じ
て
唐
物
屋
が
ど
の
よ
う
な
活

動
を
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
か

に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
本
稿
は
、
幕
末
の
行
政
文
書
を
通
じ
て
、
十
八

世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
お
け
る
唐
物
屋
の
一
面
を
、
商
業
史
的
な
背
景
を
お
さ

え
な
が
ら
う
か
が
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

﹁
八
品
商
売
人
﹂
の
な
か
の
唐
物
屋

老
中
水
野
忠
邦
が
主
導
し
た
天
保
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
天
保
十
二
年

︵
一
八
四
一
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
株
仲
間
、
す
な
わ
ち
諸
問
屋
の
組
合
が
廃
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止
さ
れ
た
。
主
に
、
高
騰
し
て
い
た
物
価
を
安
定
化
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ

た
が
、
と
き
す
で
に
問
屋
組
合
に
よ
る
流
通
独
占
と
そ
れ
に
よ
る
経
済
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
有
名
無
実
化
し
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
存
の
シ
ス
テ
ム
が

な
く
な
っ
て
か
え
っ
て
経
済
が
混
乱
し
た
た
め
も
あ
っ
て
、
幕
府
は
嘉
永
四
年

︵
一
八
五
一
︶
以
降
、
問
屋
組
合
の
再
興
を
計
る
こ
と
と
な
っ
た
。
再
興
を
機

に
問
屋
組
合
を
拡
大
し
、
仲
間
の
数
の
力
で
生
産
地
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

4

現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹁
旧
幕
府
引
継
書
類
﹂
の
う
ち

﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
は
、
こ
の
嘉
永
年
間
の
問
屋
再
興
に
関
わ
る
調
査
書
類
を

一
括
し
た
も
の
で
、
す
で
に
﹃
大
日
本
近
世
史
料
﹄
に
公
刊
も
さ
れ
て
い
る
。

多
く
は
、
江
戸
町
奉
行
の
諸
問
屋
組
合
再
興
掛
や
町
年
寄
、
町
名
主
の
答
申
文

書
で
あ
る
が
、
直
接
そ
れ
に
関
係
し
た
書
類
ば
か
り
で
な
く
、
各
種
商
売
の
沿

革
に
関
す
る
書
類
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
近
世
商
業
史
研
究
上
き
わ

め
て
重
要
な
資
料
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
に
お
よ
ぶ
﹃
諸
問
屋
再
興

5

調
﹄
に
、
唐
物
屋
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
一
群
の

文
書
が
あ
る
。
第
八
冊
、
﹁
八
品
商
売
人
再
興
調
﹂
と
題
さ
れ
る
一
件
書
類
で

あ
る
。

6こ
こ
に
い
う
﹁
八
品
商
売
人
﹂
と
は
、
質
屋
、
古
着
屋
、
古
着
買
、
小
道
具

屋
、
唐
物
屋
、
古
道
具
屋
、
古
鉄
屋
、
古
鉄
買
の
八
種
類
の
商
人
を
指
す
。
他

に
類
の
な
い
こ
の
括
り
に
は
、
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
不
名
誉
と

も
い
え
る
因
縁
が
あ
る
。
そ
の
端
緒
は
、
嘉
永
年
間
を
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
る

享
保
八
年
︵
一
七
二
三
︶
四
月
、
町
奉
行
が
﹁
町
中
質
屋
・
古
着
屋
﹂
や
﹁
小

道
具
其
外
道
具
類
商
賣
仕
候
も
の
共
﹂
、
﹁
古
鉄
商
人
共
﹂
に
対
し
て
組
合
を
つ

く
り
、
月
行
事
を
置
く
こ
と
を
命
じ
た
町
触
に
あ
る
。
そ
の
主
た
る
内
容
は
、

7

取
扱
商
品
を
日
々
帳
面
に
つ
け
、
紛
失
物
の
訴
え
が
あ
っ
た
際
に
は
そ
の
帳
面

を
月
行
事
、
す
な
わ
ち
月
ご
と
の
当
番
が
厳
し
く
吟
味
し
て
、
万
一
そ
う
し
た

品
物
が
あ
っ
た
場
合
は
た
だ
ち
に
奉
行
所
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
商
人
た
ち
の
取
扱
商
品
に
と
き
に
、
お
そ
ら
く
は
盗
難
品
を
ふ
く
む
紛
失

物
が
ま
ぎ
れ
こ
む
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
警
察
的
監
察
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
町
奉
行
の
通
達
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
時
が
経
つ
に
つ
れ
て

紛
失
物
改
め
の
弛
緩
が
憂
慮
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
ら
し
く
、
安
永
元
年
︵
一

七
七
二
︶
十
一
月
、
御
紋
付
き
の
道
具
類
を
買
い
取
る
こ
と
の
禁
止
や
一
般
人

か
ら
の
買
い
取
り
の
規
制
と
あ
わ
せ
、
あ
ら
た
め
て
紛
失
物
一
切
の
買
い
取
り

を
厳
禁
す
る
内
容
の
町
触
が
だ
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
既
述
の
八
種
類
の
商
人

が
列
挙
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
商
人
が
後
に
や
が
て
、
﹁
八
品
商
売
人
﹂
と
総
称
さ

8

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
八
品
商
売
人
の
場
合
、
そ
の
問
屋
仲
間

は
協
同
組
合
、
い
い
か
え
れ
ば
経
済
的
な
事
由
に
も
と
づ
く
自
発
的
な
仲
間
に

端
を
発
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
行
政
の
取
締
り
、

い
う
な
れ
ば
監
視
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
特
異
性
は
、
八
品
商
売

人
の
問
屋
組
合
の
停
止
に
関
す
る
天
保
十
三
年
の
町
触
に
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
ほ
か
の
組
合
に
連
動
し
て
問
屋
仲
間
は
廃
止
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ

9

ら
ず
、
そ
こ
で
伝
達
さ
れ
た
の
は
依
然
と
し
て
質
物
の
出
し
入
れ
や
商
品
の
買

い
取
り
に
関
す
る
従
前
の
決
め
ご
と
の
遵
守
で
あ
り
、
組
合
の
月
行
事
に
か
わ

る
役
割
は
町
名
主
が
担
わ
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
表
向
き
の
制
度
改
革
で
あ
っ

た
。
御
紋
付
き
の
道
具
類
や
銀
製
品
の
買
い
取
り
な
ど
も
引
き
続
き
禁
止
さ
れ
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て
い
る
。

か
か
る
取
締
り
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち
の

取
扱
商
品
が
﹁
古
物
﹂
、
す
な
わ
ち
い
っ
た
ん
消
費
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た

も
の
が
何
ら
か
の
理
由
で
手
放
さ
れ
た
品
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
紛
失
物
も
ま
た
、
か
つ
て
は
そ
の
所
有
者
の
手
元
に
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
八
品
商
売
人
は
古
物
に
関
わ
る
と
す
る
認
識
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
唐
物
屋
の
取
扱
商
品
、
ひ
い
て
は
唐
物
屋
の
措
置
を
め
ぐ
る
議
論
に

発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

享
保
年
間
の
組
合
組
織
に
際
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
組
合
員
の
名
前
帳
す

な
わ
ち
名
簿
が
町
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
名
前
帳
か
ら
積
算
さ
れ
た
人
数

書
上
が
や
は
り
﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、

10

組
合
の
数
は
九
五
九
、
商
人
の
数
は
一
〇
六
〇
一
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
既
述
の

と
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
件
の
商
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
八
つ
に
定
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
十
三
の
商
売
に
細
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
唐
物
屋
は
十
五
組
、

一
二
八
人
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
た
と
え
ば
質
屋
は
二
七
三
一
人
、
古
道
具
屋

は
二
三
三
五
人
と
な
っ
て
お
り
、
唐
物
屋
の
数
が
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
商
人
の
数
の
多
寡
は
、
質
屋
や
古
道
具
屋
、
あ
る
い
は
古
着
屋
と
い
っ

た
江
戸
庶
民
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
商
売
に
比
べ
て
、
唐
物
屋
の
取
扱

う
品
物
が
そ
れ
ほ
ど
の
需
要
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。で

は
、
こ
の
幕
府
方
の
一
件
書
類
に
お
い
て
、
唐
物
屋
は
ど
の
よ
う
な
商
人

と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

近
世
流
通
史
に
お
け
る
唐
物

﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
に
収
め
ら
れ
る
嘉
永
五
年
十
二
月
の
町
奉
行
あ
て
勘
定

奉
行
の
内
談
書
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

11

右
渡
世
向
之
も
の
共
ハ
、
唐
物
新
渡
上
方
表
ゟ
仕
入
荷
物
廻
船
積
合
、
荷

物
引
受
、
其
外
玉
類
・
道
具
類
・
唐
紅
毛
物
等
、
上
方
仕
入
品
之
外
、
市

中
拂
物
等
買
受
、
又
は
上
方
筋
を
始
、
諸
國
道
具
屋
共
江
之
取
引
い
た

し
、
唐
物
道
具
類
新
古
共
商
賣
致
し
候
も
の
共

言
葉
を
補
い
つ
つ
、
ひ
と
と
お
り
全
体
を
読
み
く
だ
す
な
ら
、
右
の
渡
世
向

の
者
す
な
わ
ち
唐
物
屋
と
は
、
新
し
く
輸
入
さ
れ
た
唐
物
を
上
方
か
ら
仕
入

れ
、
廻
船
に
積
み
合
わ
せ
て
江
戸
に
輸
送
さ
れ
た
荷
物
を
引
き
受
け
る
以
外

に
、
上
方
か
ら
仕
入
れ
ら
れ
た
玉
や
道
具
、
中
国
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
製
品
の
ほ

か
、
江
戸
市
中
の
払
い
物
な
ど
を
買
い
取
り
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
上
方
を
は
じ

め
と
す
る
諸
国
の
道
具
屋
と
取
引
す
る
、
新
し
い
か
古
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

広
く
唐
物
の
道
具
類
を
扱
う
商
人
で
あ
る
、
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
は
新

渡
の
﹁
唐
物
﹂
と
だ
け
記
さ
れ
、
ま
た
本
来
、
唐
物
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す

内
容
は
幅
広
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
内
容
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の

場
合
の
﹁
唐
物
﹂
は
﹁
唐
物
道
具
﹂
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
こ
の

一
文
を
も
う
少
し
整
理
す
る
な
ら
ば
、
唐
物
屋
の
業
務
内
容
は
、
新
渡
の
唐
物

道
具
の
上
方
か
ら
の
仕
入
れ
、
上
方
仕
入
の
唐
物
お
よ
び
市
中
の
払
い
物
の
買

い
取
り
、
上
方
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
の
道
具
屋
と
の
新
旧
唐
物
道
具
の
取
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引
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

同
時
代
に
お
け
る
唐
物
屋
の
定
義
と
し
て
貴
重
な
こ
の
一
文
を
め
ぐ
り
、
こ

こ
で
は
ま
ず
、
新
渡
の
唐
物
道
具
の
仕
入
れ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
。新

渡
の
唐
物
道
具
と
は
、
鎖
国
下
の
当
時
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
長

崎
貿
易
で
新
た
に
輸
入
さ
れ
た
中
国
な
ら
び
に
オ
ラ
ン
ダ
の
製
品
に
ふ
く
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
長
崎
貿
易
で
も
た
ら
さ
れ
る
輸
入
品
は
多
岐
に
渡

る
。
そ
の
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
し
て
﹁
唐
船
貨
物
改
帳
﹂
が
あ
る
。

国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹃
唐
蛮
貨
物
帳
﹄
は
、
宝
永
六
年
︵
一
七
〇

九
︶
か
ら
正
徳
四
年
︵
一
七
一
四
︶
ま
で
の
中
国
船
の
積
荷
目
録
で
あ
る
が
、

な
か
で
も
正
徳
元
年
度
分
は
同
年
に
日
本
に
到
着
し
た
五
十
四
艘
の
唐
船
の
積

荷
記
録
が
遺
っ
て
い
る
た
め
に
き
わ
め
て
資
料
性
が
高
く
、
す
で
に
そ
の
詳
細

も
整
理
、
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
白
糸
を
は
じ
め
と
す
る

12

大
量
の
糸
や
多
種
多
様
な
織
物
を
筆
頭
に
砂
糖
、
薬
種
、
香
木
、
染
料
や
鉱

物
、
皮
類
、
食
品
、
唐
紙
な
ど
の
紙
類
、
鼈
甲
や
牛
角
、
象
牙
な
ど
の
未
加
工

品
、
書
物
な
ど
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
当
該
リ

ス
ト
の
最
後
に
立
て
ら
れ
る
﹁
小
間
物
﹂
の
項
目
、
そ
の
内
訳
と
し
て
列
挙
さ

れ
る
絵
画
や
書
跡
、
さ
ま
ざ
ま
な
漆
器
や
陶
磁
器
、
そ
の
他
の
多
彩
な
工
芸
的

加
工
品
で
あ
る
。
こ
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
こ
そ
、
い
う
と
こ
ろ
の
新
渡
の
唐
物
道

具
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
記
さ
れ
る
唐
紙
や
象
牙
な
ど
も

道
具
に
準
じ
る
位
置
を
占
め
る
と
見
な
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

唐
物
屋
は
、
こ
う
し
た
新
渡
の
唐
物
を
上
方
か
ら
仕
入
れ
る
渡
世
だ
と
い

う
。
な
か
ん
ず
く
﹁
上
方
か
ら
の
仕
入
れ
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
近
世

中
・
後
期
、
長
崎
貿
易
が
統
制
さ
れ
て
以
降
に
お
け
る
長
崎
荷
の
国
内
流
通
シ

ス
テ
ム
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

長
崎
で
荷
揚
げ
さ
れ
た
輸
入
品
は
そ
の
後
ま
ず
上
方
三
都
、
す
な
わ
ち
堺
、

大
坂
、
京
都
に
集
め
ら
れ
た
。
長
崎
と
上
方
の
間
の
輸
送
を
担
っ
た
の
は
、
当

初
は
も
っ
ぱ
ら
陸
路
に
よ
っ
て
輸
送
し
た
糸
荷
宰
領
︵
後
に
は
小
倉
か
ら
海
上

輸
送
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
︶
と
、
日
向
灘
を
北
上
し
て
瀬
戸
内
海
に
進
ん
だ
糸

荷
廻
船
の
ふ
た
つ
の
輸
送
業
者
。
長
崎
荷
の
運
送
業
者
の
名
称
に
﹁
糸
﹂
の
文

字
が
ふ
く
ま
れ
る
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
糸
や
織
物
な
ど
の
繊
維
製
品

が
長
崎
貿
易
の
主
流
を
な
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
業
者
が
堺
、
大

坂
、
京
都
に
運
ん
だ
荷
物
は
、
さ
ら
に
い
っ
た
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
長
崎
問

屋
に
荷
受
け
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
仲
買
業
者
や
小
売
業
者
に
売
り
さ
ば
か
れ
る
、

と
い
う
の
が
長
崎
貿
易
に
お
け
る
輸
入
品
の
正
規
の
流
通
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

13

ち
な
み
に
糸
荷
廻
船
は
堺
糸
荷
廻
船
と
も
呼
ば
れ
、
か
つ
て
船
荷
は
堺
に
限
ら

れ
て
い
た
経
緯
を
持
つ
が
、
流
通
拠
点
と
し
て
の
堺
の
位
置
の
低
下
と
と
も
に

糸
荷
廻
船
も
衰
退
す
る
こ
と
に
な
る
。

長
崎
問
屋
は
荷
受
統
制
の
目
的
で
設
け
ら
れ
た
、
公
的
性
格
を
持
つ
機
関
で

あ
る
が
、
そ
の
取
扱
品
も
ま
た
当
初
は
多
く
糸
や
反
物
で
、
と
く
に
呉
服
の

町
・
京
都
の
長
崎
問
屋
は
繊
維
製
品
の
荷
受
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
。
呉
服
商
が

長
崎
に
お
も
む
い
て
直
に
反
物
を
買
い
付
け
る
場
合
も
、
形
式
上
は
長
崎
問
屋

の
荷
受
を
必
要
と
し
た
と
い
う
。
一
方
で
、
薬
種
を
ふ
く
む
そ
の
ほ
か
の
製
品

の
荷
受
は
、
大
坂
の
長
崎
問
屋
が
請
け
負
っ
て
い
た
ら
し
い
。
唐
物
の
道
具
類

14

も
、
基
本
的
に
は
ま
ず
大
坂
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
唐
物
道
具
は
上
方
、
な
か
ん
ず
く
大
坂
か
ら
江
戸
へ
ど
の

− 42−



よ
う
に
運
ば
れ
た
の
か
。
や
は
り
﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
に
、
次
の
よ
う
な
記
載

を
持
つ
文
書
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

15

瀬
戸
物
商
賣

万
屋
佐
右
衞
門

同

伊
世
屋
三
郎
兵
衞

唐
物
商
賣

山
本
三
九
郎

同

墨
屋
勘
三
郎

こ
れ
は
、
寛
保
二
年
︵
一
七
四
二
︶
の
年
記
を
持
つ
﹁
十
組
支
配
菱
垣
廻
船

江
致
積
合
候
者
共
人
數
書
上
﹂
と
い
う
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
十

組
と
は
、
す
な
わ
ち
十
組
問
屋
、
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
︶
江
戸
の
荷
受
問
屋

が
組
織
し
た
組
合
、
問
屋
仲
間
で
あ
る
。
当
初
、
米
問
屋
、
畳
表
問
屋
、
紙
問

屋
、
塗
物
問
屋
、
酒
問
屋
、
大
伝
馬
町
綿
問
屋
、
薬
種
問
屋
、
小
間
物
諸
色
問

屋
︵
通
町
組
・
内
店
組
︶
、
そ
し
て
日
本
橋
釘
問
屋
の
十
組
の
問
屋
が
申
し
合

わ
せ
て
結
成
さ
れ
た
十
組
問
屋
の
目
的
は
、
上
方
と
江
戸
の
間
の
商
品
輸
送
の

大
き
な
部
分
を
担
っ
て
い
た
海
上
運
搬
船
、
い
わ
ゆ
る
菱
垣
廻
船
を
直
接
支
配

す
る
こ
と
で
、
そ
の
背
景
に
は
、
菱
垣
廻
船
の
船
頭
や
水
主
が
私
欲
の
た
め
に

難
船
、
あ
る
い
は
難
船
で
も
な
い
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
便
を
使
っ
て
荷
物
を
横

領
す
る
不
正
が
甚
だ
し
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
要
す
る
に
海
上
輸
送
に

16

お
け
る
商
品
の
安
全
を
図
り
、
か
つ
経
済
的
な
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
以
降
、
十
組
問
屋
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
問
屋
組
合
の
メ
ン
バ
ー
や

数
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
菱
垣
廻
船
積
仲
間
と
し
て

近
世
を
通
じ
て
発
展
す
る
。
こ
の
江
戸
の
荷
受
問
屋
で
あ
る
十
組
問
屋
に
呼
応

し
て
、
大
坂
の
積
荷
問
屋
が
組
織
し
た
の
が
二
十
四
組
問
屋
で
あ
る
。
十
組
問

屋
と
二
十
四
組
問
屋
は
、
注
文
問
屋
と
買
次
問
屋
と
い
う
関
係
を
保
ち
な
が

ら
、
近
世
の
江
戸
と
上
方
の
間
の
商
品
流
通
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。

右
の
書
上
は
、
江
戸
の
十
組
問
屋
が
支
配
し
て
い
た
菱
垣
廻
船
に
荷
物
を
積

み
合
わ
せ
る
商
人
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
二
二
七
人
が
列
挙
さ
れ
、
そ
こ
に
﹁
唐

物
商
賣
﹂
の
二
人
の
名
前
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
二
人
は
ど
の

よ
う
な
商
品
を
注
文
し
、
商
っ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
単
に
﹁
唐
物
﹂
と
だ

け
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
﹁
瀬
戸
物
商
賣
﹂
に
続
く
こ
と
か
ら
、
唐
物
の

﹁
道
具
﹂
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
い
ま
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
に
説
得
力

の
あ
る
論
を
展
開
す
る
準
備
は
な
い
が
、
先
の
正
徳
元
年
の
輸
入
品
リ
ス
ト
か

ら
、
新
渡
の
唐
物
道
具
に
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
製
の
陶
磁
器
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
、
漆
器
類
と
な
ら
び
数
量
も
多
い
。
瀬
戸
物
す
な
わ
ち
和
製

の
陶
磁
器
と
、
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
す
る
工
芸
品
を
主
と
す
る
唐
物
の
大
半

は
、
と
も
に
﹁
器
物
﹂
で
あ
り
、
歴
史
的
に
そ
の
一
部
が
狭
義
の
﹁
道
具
﹂
と

な
る
点
を
と
っ
て
み
て
も
、
親
近
性
を
持
つ
。
山
本
三
九
郎
と
墨
屋
勘
三
郎
が

荷
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
大
坂
か
ら
の
菱
垣
廻
船
に
積
ま
れ
た
唐
物
、
少
な
く

と
も
そ
の
一
部
に
、
唐
物
の
道
具
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
認
め
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

新
た
に
輸
入
さ
れ
た
唐
物
の
道
具
が
、
長
崎
か
ら
上
方
、
な
か
ん
ず
く
大
坂

を
経
て
江
戸
に
も
た
ら
さ
れ
る
道
の
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
正
規
ル
ー
ト
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
右
記
の
﹁
唐
物

商
賣
﹂
の
二
人
は
イ
コ
ー
ル
唐
物
屋
と
は
即
断
で
き
な
い
。
ま
ず
は
、
十
組
問
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屋
の
仲
間
の
う
ち
唐
物
を
取
扱
っ
た
商
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
と
す
る
な

ら
ば
、
少
な
く
と
も
八
品
商
売
人
に
ふ
く
ま
れ
る
唐
物
屋
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
し
か
し
、
唐
物
屋
の
業
務
に
、
こ
う
し
た

新
渡
の
唐
物
道
具
の
仕
入
れ
を
あ
げ
る
こ
と
自
体
に
、
八
品
商
売
人
問
屋
組
合

の
制
度
上
あ
る
種
の
矛
盾
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

三

古
美
術
商
と
し
て
の
唐
物
屋

先
の
嘉
永
四
年
の
勘
定
奉
行
の
内
談
書
に
よ
れ
ば
、
唐
物
屋
は
江
戸
市
中
に

お
け
る
、
お
そ
ら
く
唐
物
道
具
を
主
と
す
る
﹁
払
い
物
﹂
、
す
な
わ
ち
不
要
品

の
買
い
取
り
も
行
っ
て
い
た
。
当
時
、
江
戸
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
品
が

払
い
物
と
し
て
頻
繁
に
入
札
に
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
町
触
か
ら
う
か
が
え

る
。
そ
う
し
た
払
い
物
に
は
、
欠
所
な
ど
に
よ
る
諸
道
具
の
売
り
立
て
も
ふ
く

ま
れ
て
い
た
。
欠
所
道
具
の
入
札
は
、
正
徳
四
年
︵
一
七
一
四
︶
尾
形
光
琳
の

パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
中
村
内
蔵
助
が
過
奢
に
よ
る
銀
座
役
人
処
罰
に
連
座
し
た

折
の
例
で
、
近
世
絵
画
史
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

17

し
か
し
、
こ
う
し
た
払
い
物
の
買
い
取
り
が
、
唐
物
屋
の
業
務
、
あ
る
い
は

唐
物
屋
そ
の
も
の
の
定
義
を
動
揺
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
が
、
次
の
文
書

か
ら
知
ら
れ
る
。

18

一

通
町
組
・
内
店
組
・
通
町
組
小
間
物
問
屋
之
内
丸
合
組
之
も
の
共
取

扱
候
唐
物
新
渡
上
方
表
ゟ
仕
入
荷
物
、
廻
船
積
合
引
請
商
賣
仕
来
、
尤

右
之
も
の
共
之
内
ニ
は
、
玉
類
・
道
具
類
其
外
唐
紅
毛
も
の
等
上
方
仕

入
品
之
外
、
市
中
拂
物
等
買
請
、
又
は
古
品
を
も
取
扱
候
も
の
共
は
、

紛
失
物
御
調
有
之
候
ニ
付
、
八
品
之
内
唐
物
屋
江
名
前
差
出
有
之
候
、

一

八
品
之
内
唐
物
屋
之
儀
は
、
唐
物
道
具
類
其
外
新
古
共
ニ
商
賣
仕
候

得
共
、
上
方
表
新
渡
荷
物
仕
入
引
請
は
不
在
、
八
品
之
内
古
道
具
屋
同

様
之
家
業
ニ
而
、
上
方
筋
其
外
諸
國
道
具
屋
共
取
引
仕
候
得
共
、
古
唐

物
類
重
モ
ニ
取
扱
、
新
渡
品
〻
上
方
表
仕
入
方
仕
候
唐
物
屋
と
は
、
差

別
可
有
御
座
奉
存
候
、

二
項
の
う
ち
前
者
は
﹁
通
町
組
・
通
町
組
小
間
物
問
屋
之
内
丸
合
組
﹂
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
通
町
組
と
内
店
組
は
既
述
の
十
組
問
屋
に
名
前
を
連
ね
る

歴
と
し
た
諸
色
問
屋
組
合
で
あ
る
。
諸
色
問
屋
と
は
文
字
通
り
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
を
扱
う
問
屋
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
に
、
こ
れ
ま
た
多
種
多
様
な

﹁
小
間
物
﹂
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
丸
合
組
は
通
町
組
の
下
部
組
合
で
、
明
和

年
間
に
は
十
組
に
も
加
わ
っ
た
由
緒
あ
る
小
間
物
問
屋
仲
間
で
あ
る
。
﹃
諸
問

19

屋
再
興
調
﹄
に
は
、
こ
の
通
町
組
と
内
店
組
の
小
間
物
問
屋
の
取
扱
商
品
リ
ス

ト
も
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
扇
子
以
下
の
装
身
具
、
筆
や
墨
を
は
じ
め
と
す
る
文

房
具
、
化
粧
道
具
、
碁
・
将
棋
・
双
六
な
ど
の
遊
戯
具
ほ
か
、
二
九
一
種
類
も

の
雑
多
と
も
い
え
る
商
品
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
小
間

20

物
問
屋
に
つ
い
て
、
前
節
に
掲
げ
た
唐
物
屋
に
関
す
る
記
述
と
酷
似
し
た
文
言

に
よ
り
な
が
ら
、
唐
物
お
よ
び
﹁
古
品
﹂
、
す
な
わ
ち
古
物
を
取
扱
う
小
間
物

問
屋
は
紛
失
物
改
め
の
対
象
と
な
る
の
で
、
八
品
商
売
人
の
唐
物
屋
と
し
て
名

前
帳
に
掲
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

二
つ
目
の
項
目
で
、
あ
ら
た
め
て
唐
物
屋
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
八
品
商
売
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人
の
唐
物
屋
は
、
新
古
の
唐
物
を
商
う
の
が
本
来
と
は
い
え
、
上
方
か
ら
の
新

渡
の
唐
物
の
仕
入
な
ど
は
実
際
に
は
行
わ
ず
、
古
い
唐
物
を
主
に
取
扱
っ
て
お

り
、
古
道
具
屋
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
主
旨
で
あ
る
。

か
か
る
主
張
に
も
確
固
と
し
た
根
拠
が
あ
る
。
先
の
小
間
物
問
屋
の
商
品
リ

ス
ト
に
は
、
﹁
唐
物
類
﹂
と
し
て
﹁
毛
類
﹂
を
筆
頭
に
﹁
象
牙
﹂
や
﹁
キ
ヤ
マ

ン
﹂
、
﹁
染
付
も
の
﹂
、
﹁
裂
地
類
﹂
な
ど
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
間
物
問
屋

21

は
確
か
に
唐
物
の
道
具
を
取
扱
っ
て
い
た
。
ま
た
唐
物
屋
の
項
で
、
﹁
新
渡

品
〻
上
方
表
仕
入
方
仕
候
唐
物
屋
﹂
す
な
わ
ち
新
渡
の
唐
物
を
上
方
か
ら
仕
入

れ
る
唐
物
屋
が
八
品
商
売
人
の
唐
物
屋
と
は
別
に
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り

も
、
前
節
に
見
た
と
こ
ろ
の
十
組
問
屋
で
﹁
唐
物
商
賣
﹂
を
行
う
商
人
、
ま
さ

し
く
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
唐
物
を
扱
う
小
間
物
問
屋
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

あ
る
い
は
、
小
間
物
屋
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
ら
れ
る
小
道
具
屋
と
唐
物
屋
を
同

一
視
す
る
傾
向
の
証
左
も
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
言
及
し
た
﹃
江
戸
鹿
子
﹄
の

﹁
諸
職
名
匠
諸
商
人
﹂
の
記
述
は
、
そ
れ
に
続
く
元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
刊

行
の
﹃
諸
国
買
物
調
方
記
﹄
や
同
十
年
刊
﹃
日
本
国
花
万
葉
記
﹄
に
も
踏
襲
さ

22

23

れ
る
が
、
後
者
の
﹁
巻
七
之
下
武
蔵
国
﹂
の
う
ち
﹁
江
府
名
匠
諸
職
商
人
﹂
に

お
い
て
、
大
平
五
兵
衛
は
、
﹁
唐
物
屋
﹂
に
加
え
て
﹁
小
道
具
﹂
と
も
冠
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
﹃
江
戸
鹿
子
﹄
の
増
補
版
﹃
江
戸
惣
鹿
子
名
所
大
全
﹄24

︵
元
禄
三
年
刊
︶
に
は
、
﹁
小
道
具
唐
物
屋
﹂
と
い
う
言
葉
を
見
い
だ
す
こ
と
も

で
き
る
。
唐
物
屋
と
小
道
具
屋
︵
小
間
物
屋
︶
は
取
扱
商
品
や
店
構
え
が
よ
く

似
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
実
を
勘
案
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
﹁
市
中
拂
物
等
買
請
、
又
は
古
品
を
も
取
扱
候
﹂
小
間
物
屋
や
、

も
っ
ぱ
ら
古
物
を
扱
う
唐
物
屋
も
、
実
際
に
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

掲
出
の
町
年
寄
の
上
申
書
の
一
節
は
、
実
は
、
先
の
唐
物
屋
商
売
を
規
定
し

た
勘
定
奉
行
内
談
書
と
と
も
に
、
唐
物
屋
を
今
回
の
問
屋
再
興
の
町
触
か
ら
除

く
こ
と
へ
の
反
対
意
見
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
八
品
商
売
人
の
問

屋
仲
間
は
、
主
に
紛
失
物
改
め
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
。
今
回
の
問
屋
再

興
に
際
し
て
も
、
あ
ら
た
め
て
関
係
す
る
商
人
を
も
れ
な
く
監
視
下
に
お
く
た

め
に
、
そ
の
取
扱
商
品
に
古
物
が
ふ
く
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
厳
し
く
吟
味
さ

れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
同
じ
く
唐
物
を
扱
う
小
間
物
問
屋
に
も
及
ん
だ
と

見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
唐
物
屋
や
小
間
物
屋
、
あ
る
い
は
唐
物
屋
と
同
じ
く
八
品
商
売
人

に
ふ
く
ま
れ
る
小
道
具
屋
は
、
そ
の
名
称
か
ら
し
て
本
来
、
質
屋
や
古
道
具

屋
、
古
着
屋
の
よ
う
に
古
物
の
み
を
扱
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が

八
品
商
売
人
、
す
な
わ
ち
古
物
商
に
分
類
さ
れ
た
の
に
は
、
歴
史
的
に
見
て
も

重
要
な
意
味
が
あ
る
。
と
く
に
明
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
新
渡
の
唐
物
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
古
い
唐
物
道
具
を
扱
う
商
人
と
は
、
今
日
で
い
え
ば
中
国
美

術
を
主
に
扱
う
古
美
術
商
の
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り

唐
物
の
内
容
は
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
こ
と
に
古
い
唐
物
の
場
合
、
由
緒
や

希
少
性
、
骨
董
品
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
付
加
価
値
が
備
わ
っ
て
い
る
。
近
世

商
業
史
に
登
場
す
る
唐
物
屋
は
、
こ
う
し
た
古
い
唐
物
が
持
つ
経
済
的
価
値
、

そ
の
価
値
を
支
え
る
モ
ノ
と
し
て
の
唐
物
の
魅
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
も
い

え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、
結
局
、
嘉
永
六
年
三
月
、
八
品
商
売
人
再
興
の
町

触
が
出
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
代
の
請
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
こ

に
唐
物
屋
惣
代
の
名
前
も
見
え
る
。

25
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唐
物
屋
惣
代

通
旅
籠
町

五
人
組
持
店

忠
左
衞
門

嘉
永
五
年
の
町
年
寄
上
申
書
に
よ
る
と
、
八
品
商
売
人
の
数
は
質
屋
二
〇
七

26

五
人
、
古
着
屋
二
一
〇
三
人
、
古
着
買
一
八
八
四
人
、
小
道
具
屋
八
〇
六
人
、

古
道
具
屋
三
六
七
二
人
、
古
鉄
屋
九
六
四
人
、
古
鉄
買
一
〇
四
七
人
、
そ
し
て

唐
物
屋
は
六
十
六
人
で
あ
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

上
方
と
江
戸
を
結
ぶ
唐
物
屋

以
上
、
も
っ
ぱ
ら
﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
を
通
し
て
う
か
が
え
る
江
戸
の
唐
物

屋
に
つ
い
て
述
べ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
テ
ー
マ
は
問
屋
組
合
再
興

の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
唐
物
屋
の
歴
史
的
あ
り
よ
う
で
あ
る
た

め
、
関
係
書
類
を
順
不
同
に
適
宜
、
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
よ
り

﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
が
当
該
期
の
唐
物
屋
を
論
じ
る
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

史
料
と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
行
政
サ
イ
ド
か

ら
見
た
唐
物
屋
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
問
屋
仲
間
や
菱
垣
廻
船
、
長
崎
貿
易
を

は
じ
め
と
す
る
近
世
商
業
史
へ
の
唐
物
屋
の
位
置
づ
け
も
、
い
ま
だ
十
分
と
は

い
い
が
た
い
。

27

し
か
し
、
そ
れ
が
商
業
行
政
関
係
史
料
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
唐
物
屋
の
歴
史

的
実
態
の
あ
る
部
分
、
あ
る
い
は
唐
物
道
具
を
め
ぐ
る
流
通
制
度
の
輪
郭
は
明

る
み
に
で
き
た
と
考
え
た
い
。
同
時
に
、
唐
物
屋
と
い
う
の
が
、
あ
る
意
味

マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
の
も
成
果
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿

で
は
唐
物
屋
を
鍵
語
と
し
た
が
、
小
間
物
屋
で
も
唐
物
を
扱
え
ば
唐
物
屋
に
、

あ
る
い
は
唐
物
屋
も
古
道
具
屋
同
然
と
い
っ
た
見
方
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
唐

物
屋
か
古
道
具
屋
か
、
あ
る
い
は
小
道
具
屋
か
と
い
っ
た
詮
索
は
意
味
を
な
さ

な
い
と
も
い
え
る
。
江
戸
初
期
の
﹁
唐
物
屋
﹂
と
そ
の
仕
事
は
、
行
政
の
統
制

や
規
定
と
は
関
係
な
く
存
在
し
続
け
た
に
違
い
な
い
。

実
を
い
え
ば
、
第
二
節
で
整
理
し
た
唐
物
屋
の
業
務
の
う
ち
﹁
上
方
を
は
じ

め
と
す
る
諸
国
の
道
具
屋
と
の
新
旧
唐
物
道
具
の
取
引
﹂
に
関
し
て
は
、
論
じ

る
準
備
が
整
わ
な
か
っ
た
。
十
七
世
紀
に
は
、
岡
佳
子
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

と
お
り
、
唐
物
屋
は
上
方
と
江
戸
、
さ
ら
に
は
長
崎
を
行
き
来
し
て
、
唐
物
の

み
な
ら
ず
和
物
の
道
具
ま
で
も
取
り
引
き
し
た
。
そ
う
し
た
唐
物
屋
の
ヴ
ィ

ヴ
ィ
ッ
ド
な
活
動
の
様
子
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
﹃
諸
問
屋
再
興
調
﹄
か
ら

は
う
か
が
え
な
い
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
末
葉
以
降
ま
す
ま
す
巨
大
化
し
た
江

戸
の
市
場
、
な
か
ん
ず
く
美
術
品
の
そ
れ
に
お
い
て
、
﹁
上
方
筋
を
始
、
諸
國

道
具
屋
共
江
之
取
引
い
た
し
、
唐
物
道
具
類
新
古
共
商
賣
致
し
候
﹂
唐
物
屋
の

存
在
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
想
像
す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
唐

物
屋
の
往
来
を
う
な
が
し
た
美
術
品
市
場
の
拡
大
が
、
京
都
を
は
じ
め
と
す
る

上
方
に
お
け
る
新
し
い
絵
画
の
制
作
や
、
そ
れ
を
担
う
画
家
の
あ
り
よ
う
に
影

響
を
与
え
な
か
っ
た
か
。
実
は
こ
の
問
題
こ
そ
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と

も
告
白
し
て
お
く
。
新
し
い
和
物
も
ふ
く
め
、
そ
も
そ
も
商
品
の
性
質
上
、
公

的
流
通
シ
ス
テ
ム
の
な
か
だ
け
で
美
術
品
の
移
動
を
把
握
す
る
こ
と
に
も
無
理

が
あ
ろ
う
。
ま
だ
多
く
の
こ
さ
れ
た
課
題
を
認
め
つ
つ
も
、
本
稿
が
ま
ず
は
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
美
術
品
流
通
の
実
態
解
明
に
多
少
な
り
と
資
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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﹃
日
本
国
花
万
葉
記
﹄
国
立
国
会
図
書
館
ほ
か
蔵

23

江
戸
叢
書
刊
行
会
編
﹃
江
戸
叢
書
﹄
巻
四
、
江
戸
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
六
年

24

前
掲
﹃
大
日
本
近
世
史
料
﹄
八
、
二
六
六
頁

25

前
掲
﹃
大
日
本
近
世
史
料
﹄
八
、
四
～
五
頁

26

ち
な
み
に
、
高
価
な
織
物
は
海
難
の
危
険
の
あ
る
菱
垣
廻
船
で
は
な
く
飛
脚
問
屋
が

27
請
け
負
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
前
掲
﹃
江
戸
問
屋
仲
間
の
研
究
﹄
六
六
頁
。
と
く
に
貴
重

な
唐
物
道
具
も
陸
送
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
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