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こ
の
テ
ー
マ
は
、
江
戸
時
代
前
半
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
参
考
の
た
め

に
、
ま
ず
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
以
後
の
、
日
本
の
い

わ
ゆ
る
戦
後
社
会
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
欲
し
い
。
長
い
戦
争
態
勢
が
終

わ
り
、
人
々
に
は
心
の
底
か
ら
の
解
放
感
が
溢
れ
か
え
っ
た
。
物
資
が
不

足
す
る
な
か
闇
市
に
は
、
活
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
男
も
女
も
生
活
物

資
を
求
め
て
闇
市
を
歩
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
帰
還
兵
が
軍
服
の
ま
ま
歩

く
姿
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
戦
後
の
記
録
フ
ィ
ル
ム
か
ら
窺
え
る
こ
と

だ
が
、
帰
還
兵
た
ち
は
ど
ん
な
思
い
を
持
っ
て
戦
後
社
会
で
生
き
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
地
に
赴
き
、
戦
場
で
生
命
を
賭
し
て
闘
っ
た
後
、

敗
戦
を
味
わ
い
、
何
と
か
日
本
の
地
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
、
そ
の
後
ど
ん
な

生
き
方
が
待
ち
受
け
て
い
た
の
か
。
中
に
は
特
攻
隊
の
生
き
残
り
も
い
た
。

一
度
は
命
を
捨
て
る
覚
悟
で
あ
っ
た
者
が
、
平
和
な
社
会
に
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
生
き
て
い
け
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
石
川
達
三
の
小
説
『
風
に
そ

よ
ぐ
葦
』
は
、
帰
還
兵
を
含
む
戦
後
社
会
を
リ
ア
ル
に
描
き
、
そ
の
当
時
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問

か
ぶ
き
者
や
「
戦
国
の
遺
風
」
に
つ
い
て
　
か
ぶ
き
者
や

「
戦
国
の
遺
風
」
に
つ
い
て
、
生
類
憐
み
令
・
服
忌
令
と
の

関
連
も
あ
わ
せ
て
、
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

の
様
相
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
。

戦
国
時
代
を
い
つ
か
ら
と
す
る
か
、
ひ
と
ま
ず
応
仁
元
年
（
一
四
六

七
）
の
応
仁
の
乱
か
ら
始
ま
る
と
見
る
と
し
て
、
織
田
信
長
の
権
力
樹
立

ま
で
一
〇
〇
年
余
り
、
さ
ら
に
天
下
統
一
の
た
め
の
戦
い
は
続
き
、
元
和

元
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
の
陣
ま
で
平
和
は
訪
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し

て
み
る
と
お
よ
そ
一
五
〇
年
間
戦
乱
が
続
き
、
農
民
・
職
人
・
商
人
や
そ

の
家
族
な
ど
の
庶
民
は
、
厳
し
い
不
安
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
庶

民
と
は
異
な
り
、
侍
や
足
軽
た
ち
は
主
人
の
命
令
に
従
い
命
を
賭
し
て
戦

場
に
赴
き
、
敵
の
将
兵
と
戦
い
、
武
功
を
あ
げ
れ
ば
恩
賞
に
預
か
り
、
上

昇
し
て
い
っ
た
。
下
剋
上
の
世
の
中
で
は
、
力
あ
る
も
の
が
生
き
残
る
。

長
か
っ
た
戦
争
状
態
が
ひ
と
ま
ず
止
む
中
で
、
か
ぶ
き
者
が
登
場
し
た
。

か
ぶ
き
者
と
は
「
か
ぶ
く
者
」
と
い
う
意
味
で
、「
か
ぶ
く
」
は
「
傾
く
」

（
か
た
ぶ
く
）
と
同
義
で
、
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
が
一
方
に
斜
め
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
異い

形ぎ
ょ
う・

異
装
あ
る
い
は
通
常
と
異
な
る
行
動
を

と
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
い
で
た
ち
は
、
ビ
ロ
ー
ド
の
襟
の
あ
る

着
物
を
着
、
大
髭
を
つ
く
り
、
長
い
太
刀
や
大
脇
差
を
差
し
て
遊
び
歩
く
。

あ
る
い
は
長
キ
セ
ル
を
使
っ
て
、
当
時
禁
じ
ら
れ
て
い
た
煙
草
を
喫
す
る

（
巻
頭
図
版
・
上
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
江
戸
に
お
い
て
、
旗
本
の
奉
公
人
に
罪
が

あ
っ
た
と
し
て
、
主
人
で
あ
る
大お
お

番ば
ん

頭が
し
ら

芝
山
権
左
衛
門
正
次
が
こ
の
奉

公
人
を
殺
し
た
と
こ
ろ
、
別
の
奉
公
人
が
主
人
の
行
為
は
理
不
尽
で
あ
る
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「
武
家
諸
法
度
」
に
追
加
す
る
形
で
、「
殉
死
の
禁
止
」
が
命
じ
ら
れ
た
。

平
和
な
時
代
の
武
士
の
奉
公
の
あ
り
方
は
、
従
来
の
主
人
個
人
に
命
を
捧

げ
、
主
人
の
死
後
は
追お
い

腹ば
ら

を
切
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
主
人
の
家
に

代
々
奉
公
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
も
は
や
下
剋
上
の
世
の
中
は

終
わ
り
、
主
人
の
家
は
代
々
主
人
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
徳
川
の

家
臣
で
譜
代
大
名
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
旗
本
・
御
家
人
や
牢
人

た
ち
は
、
も
は
や
戦
場
で
武
功
を
上
げ
て
上
昇
を
図
る
道
は
途
絶
え
、
武

に
頼
る
武ぶ

頼ら
い

と
も
、
礼
の
無
い
無ぶ

礼ら
い

と
も
に
通
じ
る
無ぶ

頼ら
い

の
か
ぶ
き
者
と

な
っ
て
、
固
定
し
た
身
分
制
度
の
中
で
、
過
去
の
激
動
の
時
代
の
価
値
観

（
戦
国
の
遺
風
）
を
転
換
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
秩
序
に
抗
し
て
乱
暴
を

働
き
、
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
社
会
に
ぶ
つ
け
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
そ

の
旗
本
た
ち
（
旗は
た

本も
と

奴や
っ
こ）
の
風
は
町
人
に
も
及
び
（
町ま
ち

奴や
っ
こ）、
無
頼
の
及

ぼ
す
影
響
は
幕
府
の
支
配
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

旗
本
水
野
十
郎
左
衛
門
は
、
大だ
い

小し
ょ
う

神じ
ん

祇ぎ

組く
み

と
呼
ば
れ
た
か
ぶ
き
者
の

集
団
の
頭
目
で
あ
っ
た
。
三
〇
〇
〇
石
の
大
身
旗
本
水
野
に
よ
る
無
頼
行

為
に
対
し
、
幕
府
は
水
野
を
評
定
所
に
呼
び
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
身

分
・
階
層
（
家
格
）
の
序
列
は
、
装
束
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
に
す
る
た
め
、

服
制
で
厳
密
に
規
制
さ
れ
て
い
た
。
呼
び
出
さ
れ
た
水
野
は
髪
を
結
ば
ず

解
き
乱
れ
た
被ひ

髪は
つ

で
、
袴
を
着
け
ぬ
ま
ま
、
異
形
の
風
体
で
出
頭
し
た
。

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
三
月
、
幕
府
は
不
作
法
の
至
り
と
し
て
水
野
十

郎
左
衛
門
を
切
腹
さ
せ
た
。
戦
闘
武
功
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
こ
と
の
で
き

と
し
て
、
主
人
を
殺
害
し
て
逃
亡
し
た
事
件
が
発
生
し
た
。
捕
ら
え
ら
れ

た
奉
公
人
は
、
か
ぶ
き
者
で
、
大お
お

鳥と
り

居い

逸い
つ

兵へ

衛い

を
首
領
と
す
る
逸
兵
衛
組

の
一
統
で
あ
っ
た
。
大
鳥
居
逸
兵
衛
は
、
国
奉
行
大
久
保
長
安
か
ら
侍
に

取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
暇
を
取
り
牢
人
と
な
っ
て
い
た
。

弓
・
槍
・
鉄
砲
な
ど
に
通
じ
、
体
躯
・
風
貌
た
く
ま
し
く
、
か
ぶ
き
者
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
若
者
を
集
め
て
血
判
の
起
請
文
を
取
り
交
わ
し
、
強

い
結
束
力
を
誇
っ
て
い
た
。
主
人
殺
し
の
奉
公
人
で
あ
る
か
ぶ
き
者
は
、

「
わ
れ
わ
れ
は
日
ご
ろ
約
束
を
結
ん
で
い
て
、
た
と
え
主
人
で
あ
っ
て
も

理
不
尽
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
仇
を
う
と
う
と
連
署
し
て
党
を
結
ん
で
い

た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
首
領
の
大
鳥
居
逸
兵
衛
も
捕
ら
え
ら
れ
、
江
戸

市
中
引
き
廻
し
の
う
え
磔
に
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
三
〇
〇
人
に
お
よ

ぶ
一
統
の
か
ぶ
き
者
た
ち
も
成
敗
さ
れ
た
と
『
徳
川
実
紀
』
に
記
さ
れ
る
。

江
戸
に
限
ら
ず
駿
府
・
京
都
・
大
坂
・
堺
な
ど
で
も
か
ぶ
き
者
が
横
行

し
て
い
た
が
、
初
期
の
か
ぶ
き
者
は
、
道
理
を
重
ん
じ
、
道
理
に
反
す
る

場
合
に
は
、
主
人
を
主
人
と
も
思
わ
ず
、
組
や
党
を
結
ん
だ
同
士
・
仲
間

と
の
横
の
つ
な
が
り
を
重
ん
じ
る
行
動
を
と
っ
た
。
上
下
の
主
従
関
係
に

よ
っ
て
武
家
権
力
の
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
は
、
真
っ
向

対
立
す
る
か
ぶ
き
者
の
「
党
を
結
ぶ
」
行
為
は
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
、
こ
れ

は
江
戸
時
代
を
通
し
て
の
原
則
と
な
っ
た
。

四
代
将
軍
徳
川
家
綱
政
権
下
で
は
、
明
清
交
替
も
終
わ
り
、
国
内
外
の

平
和
と
安
定
は
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
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な
い
旗
本
・
御
家
人
は
、
身
動
き
の
取
れ
な
い
閉
塞
感
の
中
で
、
異
様
な

服
装
や
辻つ
じ

斬ぎ

り
と
い
う
残
虐
行
為
の
ほ
か
に
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）

五
月
に
「
衆し
ゅ

道ど
う

の
儀
に
付
、
無
体
な
る
こ
と
を
申
し
か
け
、
若
衆
く
る
い

仕
る
ま
じ
き
事
」（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

「
若
衆
く
る
い
」
や
、
人
の
嫌
が
る
乱
暴
行
為
、
桜
の
枝
を
折
る
程
度
に

と
ど
ま
ら
ず
、
人
の
飼
い
犬
を
切
り
殺
し
た
り
、
犬
食
い
を
し
た
り
す
る

な
ど
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
。
つ
ま
り
刹
那
的
な
形
で
社
会
秩
序
に
抵
抗

す
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
が
こ
の
時
期
の
か
ぶ
き
者
で
、
初
期
の
か
ぶ

き
者
の
よ
う
な
主
従
制
に
対
抗
し
う
る
、
党
や
組
に
よ
る
横
の
連
帯
を
持

っ
た
躍
動
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

幕
府
は
社
会
秩
序
・
身
分
秩
序
を
保
つ
た
め
に
、
こ
れ
ら
か
ぶ
き
者
を

取
り
締
ま
っ
た
。
四
代
将
軍
家
綱
政
権
で
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
か

ら
六
年
間
に
わ
た
っ
て
か
ぶ
き
者
の
検
挙
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に

五
代
将
軍
綱
吉
政
権
に
な
る
と
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
暮
か
ら
翌

年
正
月
に
か
け
て
江
戸
で
放
火
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
か
ぶ
き
者
の
検
挙

を
強
引
に
進
め
た
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
九
月
二
十
七
日
に
は
、
江

戸
小
石
川
で
催
さ
れ
た
勧
進
能
で
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、

大
小
神
祇
組
の
者
な
ど
二
百
余
名
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
中
に
は
与
力
・
同

心
や
御
家
人
の
子
弟
が
多
数
含
ま
れ
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
一
一
人
は
打
ち
首

に
さ
れ
た
。
綱
吉
政
権
で
は
、
政
権
の
始
ま
り
か
ら
二
〇
年
余
り
に
、
合

わ
せ
て
三
〇
〇
件
に
の
ぼ
る
幕
臣
の
処
罰
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、

か
ぶ
き
者
と
み
な
せ
る
素
行
不
良
や
勤
務
不
良
、
争
い
事
が
処
罰
理
由
の

過
半
を
占
め
た
。
以
上
は
、
か
ぶ
き
者
に
対
す
る
、
綱
吉
政
権
の
力
の
弾

圧
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
て
綱
吉
政
権
は
、
生
類
憐
み
令
と
服ぶ
っ

忌き

令れ
い

を
出
し
続
け
て
、

社
会
の
価
値
観
を
一
八
〇
度
転
換
さ
せ
た
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
か

ら
二
二
年
間
に
わ
た
っ
て
、
犬
に
限
ら
ず
、
生
類
全
般
の
殺
生
や
虐
待
を

禁
じ
た
種
々
の
法
令
が
出
さ
れ
続
け
た
。
生
類
の
中
に
は
人
間
も
含
ま
れ
、

捨
て
子
・
捨
て
病
人
の
禁
制
や
行
き
倒
れ
人
の
保
護
も
命
じ
ら
れ
た
。
ま

た
、
近
親
者
に
死
者
が
出
た
時
に
、
服
喪
と
忌き

引び

き
の
日
数
を
事
細
か
に

規
定
し
た
服
忌
令
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
発
布
さ
れ
た
後
、
貞

享
三
年
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）、
同
四
年
、
同
五
年
、
同
六
年
に
も

追
加
補
充
が
な
さ
れ
た
。
綱
吉
政
権
の
徹
底
ぶ
り
が
窺
え
る
服
忌
令
と
生

類
憐
み
令
に
よ
っ
て
、
死
や
血
を
穢
れ
た
も
の
と
し
て
排
除
す
る
考
え
方

や
、
生
類
を
殺
生
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
価
値
観
が
二

十
数
年
間
に
わ
た
り
法
令
で
徹
底
さ
れ
た
こ
と
で
、
社
会
の
価
値
観
は
改

ま
っ
た
。

か
ぶ
き
者
た
ち
の
、
武
に
頼
っ
て
血
を
流
し
死
を
恐
れ
ず
に
上
昇
を
図

ろ
う
と
す
る
、
戦
国
時
代
以
来
存
続
し
、
武
士
の
世
界
に
残
っ
て
き
た
論

理
は
、
社
会
の
価
値
観
の
変
化
、
す
な
わ
ち
服
忌
令
に
よ
る
死
や
血
を
嫌

う
考
え
方
の
浸
透
と
と
も
に
消
え
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
生

類
を
憐
れ
む
政
策
が
浸
透
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
か
ぶ
き
者
が
よ
そ
の



59 かぶき者や「戦国の遺風」について

飼
い
犬
を
殺
し
た
り
、
犬
食
い
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
無
頼
行
為
を
、
か

ぶ
き
者
の
存
在
と
と
も
に
最
終
的
に
終
わ
ら
せ
た
。
綱
吉
政
権
に
よ
る
生

類
憐
み
と
服
忌
の
考
え
方
は
、
服
忌
令
が
江
戸
時
代
を
通
し
て
生
き
続
け
、

生
類
憐
み
令
は
法
令
と
し
て
は
六
代
将
軍
家
宣
政
権
で
止
む
が
そ
の
考
え

方
は
生
き
続
け
た
。
そ
こ
か
ら
今
日
ま
で
、
社
会
の
価
値
観
や
心し
ん

性せ
い

と
な

っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
伴
う
功
罪
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
に
注
意
を
向
け

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
功
罪
と
は
何
か
、
各
種
の
差
別
の
問
題
を
軸
に
、

考
え
て
み
て
欲
し
い
。

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
の
敗
戦
後
、
人
び
と
は
戦
争

が
終
わ
っ
た
解
放
感
と
と
も
に
、
二
度
と
戦
争
を
し
た
く
な
い
、
と
い
う

平
和
の
思
い
を
強
く
持
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
、
三
月
十
日
の
東
京

大
空
襲
や
地
方
都
市
の
爆
撃
、
八
月
六
日
の
広
島
、
九
日
の
長
崎
へ
の
原

子
爆
弾
投
下
を
受
け
て
、
戦
争
反
対
の
思
い
と
反
核
の
精
神
は
誰
の
心
に

も
浸
透
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
七
五
年
、
戦
争
を
体
験
し
た
人
が
少

な
く
な
り
、
世
代
が
交
代
す
る
中
で
、
社
会
の
価
値
観
・
心
性
は
ど
の
よ

う
に
変
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
て
欲
し
い
。
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