
Title 天明・寛政期の懐徳堂

Author(s) 時野田, 勝

Citation 懐徳. 1957, 28, p. 91-101

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/90316

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



の
長
き
に
わ
た
つ
て
恢
徳
堂
の
中
心
人
物
て
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
後
半
期

天
明
・
窯
政
期
の

考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
預
と
な
り
、
や
が
て
天
明
一

ヘ

七
八
二
）

C) 

を
兼
ね
、

九

買
政
九
年
(
-
七
九
七
）
に
隠
退
す
る
ま
て
、
前
後
四
十
年

竹
山
は
父
中
井
梵
庵
が
賓
膨
八
年
（

七
五
八
）
に
淡
し
て
か
ら
、

も
無
親
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
。

こ
え
て

中
井
竹
山
は
學
者
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ま

を
辿
つ
て
み
れ
ば
、
享
保
の
創
設
以
来
五
十
年
餘
の
歳
月
を
経
過
す
る
間
に
、

七
九
二
）
五
月
の
大
阪
の
大
火
に
は
、

・
教
投
の
更
迭
、

の
老
朽
化
な
ど
、
い
く
た
の
間
題
も
起
り
、
必
ず
し
も
順
調
に
文
蓮
の

と
い
う
最
大
の
災
厄
に
み
ま
わ
れ
た
の
て
あ
る
。

あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
特
色
あ
る
教
化
概
闘
を
支
援
し
た
大
阪
の

し
か
し
こ
の
危
概
を
の
り

天
明
・
寛
政
期
の
懐
憶
堂

の
中
興
の

「
學
間
所
定
約
」
の
改
訂
、

た
わ
け
て
は
な
か
っ
た
。
な
か
て
も
買
政
四
年
（
一

を
復
興
し
、
そ
の
名
翌
を
海
内
に
高
か
ら
し
め
た
の
は
、
い
う
ま
て
も
な
く
主
と
し
て
竹
山
の
苦
心
網
鶯
0
た
ま
も
の
て

の
経
涜
力
、
お
よ
び
藩
府
常
局
者
の
按
助
を

と
こ
ろ
て
竹
山
が
活
動
し
た
天
明
。
寛
政
期
は
、
に
と
つ
て
波
潤
に
富
ん
だ
時
期
て
あ
る
と
と
も
に
、
江
戸
絲
府
の
政
治
、
従

つ
て
ま
た
そ
の
文
教
政
策
に
と
つ
て
劃
期
的
な
時
期
て
も
あ
る
。
故
に
竹
山
の
事
蹟
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
時
代
的
背
景
を

尋
春
模
を
助
け
て

•
明
和
・
安
永
・
天
明
・
寛
政

し
と
げ
た
人
物
と
し
て
も
著
名
て
あ
る
。

時

野

谷

膀

の
膝
史



苦
建
道
徳
的
な
規
範
を
罪
立
す
る
こ
と
に

天
明
・
露
政
期
の

と
い
う
時
期
は
、
江
戸
時
代
の
腿
史
の
中
て
も
種
々
重
要
な
間
題
を
含
ん
て
い
る

C

が
ん
ら
い
江
戸
器
府
政
治
は
、
腔
軍
の
獨
裁
下
に
老
中
政
治
を
通
し
て
集
植
的
な
硲
藩
盟
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

い
た
。
そ
し
て
藩
蒲
骰
制
は
武
士
隋
級
の
軍
事
力
を
背
景
と
す
る
弧
固
な
農
民
支
配
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
既
に
十
七
世

紀
末
か
ら
、
農
村
に
お
け
る
糊
品
生
産
と
全
國
的
な
商
品
流
通
と
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
都
市
の
商
人
が
そ
の
緑
齋
活
動
を
著
し
く

活
滋
に
し
て
き
た
。
か
れ
ら
の
商
業
資
本
の
力
が
農
村
に
ま
て
浸
潤
し
て
、
商
品
の
流
通
面
は
も
と
よ
り
、
生
産
面
に
ま
て
支
配
力
を
及

ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
て
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
大
阪
・
江
戸
。
京
都
な
ど
都
市
の
町
人
に
は
莫
大
な
官
を
溶
蹟
す
る
も
の
が
現
わ
れ
、

町
人
隋
級
の
祉
會
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
半
面
か
ら
い
え
ば
武
士
の
支
配
的
地
位
を
脅
か
す
現
象
て
あ
る
が
、
＇

幕
府
も
諸
藩
も
そ
の
財
政
的
牧
盆
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
や
む
な
く
反
封
建
的
な
性
枠
を
も
つ
町
人
の
観

い
と
い
う
矛
盾
し
た
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
徳
川
吉
宗
0
享
傑
改
革
は
こ
の
よ
う
な
絲
府
政
治
の
危
観
を
克
服
し
よ
う
と
し

て
行
わ
れ
た
事
業
て
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
一
時
的
な
放
果
を
牧
め
た
だ
け
て
、
や
が
て
辰
史
の
大
勢
の
前
に
は
、
一
肝
危
模
の
深
刻
化

を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
賓
暦
以
後
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
期
て
あ
っ
た
。
こ
と
に
明
和
か
ら
天
明
に
か
け
て
は
、
田
沼
意
次
・
意
知

父
子
が
植
勢
を
振
っ
た
田
沼
時
代
て
あ
っ
て
、
絲
府
は
都
市
の
豪
商
に
特
椛
的
な
保
護
と
統
制
と
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
重
商
主
義

的
政
策
を
強
く
表
面
化
し
た
時
代
て
あ
る
。
そ
の
た
め
全
國
農
村
の
生
産
活
動
も
、
結
周
は
こ
れ
ら
特
植
糊
人
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ

宣
政
五
年
（

と
に
な
っ
て
、
江
戸
幕
府
政
治
の
概
構
自
憫
が
、
本
質
的
な
危
概
に
み
ま
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
政
治
・

る
方
面
に
反
封
建
的
な
要
素
が
著
し
く
な
っ
た
の
ノ
J

あ
る
。

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
老
中
首
座
の
要
職
に
就
き
、
’

七
九
三
）
ま
て
在
職
し
た
松
平
定
信
が

以
上
の
よ
う
な
封
建
祉
曾
の
危
概
を
回
辿
し
て
、
端
藩
慨
制
を
柿
強
し
よ
う
と

に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な

・
文
化
の
あ
ら
ゆ

し
た
露
政
改
革
は
、

た
も
の
て
あ
っ
た
。
従
つ
て
そ
の
改
革
事
業
は
、

都
市
の
商
業
資
本
の
力
を
お
さ
え
罰
農
政
策
に
よ
つ
て
農
村
の
立
て
直
し
を
閏
る
こ
と
、
お
よ
び
文
武
槃
勘
・
風
紀
粛
正
な
ど
に
よ
つ
て

お
か
れ
た
。
し
か
も
現
如
い
の
政
治
・
網
齋
野
策
が
十
分
そ
の
放
果
を
あ
げ
え
な
い
ま
て

九，

れ
て



天
明
・
寅
政
期
の

は
天
明

ヘ

意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

七
八
二
）
に
年
末
多
病
て
あ
っ
た
三
宅
春
棋
が
淡
し
、

政
策
の
中
心
人
物
た
る
松
平
定
信
、
四

を
命
じ
、
事
毀
ま
も
な
く
そ
の
報
告
渇
が
端
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昌
平
坂
學
間
所
の
興

に
努
め
て
出
席
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
諧
學
者
の
學
校
教
育
論
を
開
陳
す
る
も
の
も
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
著
し
く
多
く
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
大
阪
に
お
い
て
は
中
井
竹
山
が
恢
徳
堂
に

を
展
開
し
て
い
た
の
て
あ
る
。
東
に
絲
府
の
文
教

の
蹟
偏
中
井
竹
山
、
こ
の

も
す
れ
ば
弛
綬
し
が
ち
て
あ
っ
た
學
風
の
振
粛
に
つ
と
め
た
。
す
な
わ
ち
錦
月
の

九

會
を
も
開
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
學
問
所
の
建
築
も
よ
う
や
く
老
朽
の
城
に
逹
し
た
の
て
、
竹
山
は
そ
の
修
理
を
企
て
、
既

に
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
銀
十
八
貫
目
餘
の
寄
附
募
集
に
成
功
し
、
建
物
の
柿
修
を
行
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
残
額
を
貸
附
金
と
し
て
利

の
開
催
を
励
行
し
、
ま
た
同
志
會
を
再
興
し
、
詩

學
間
所
預
の
中
井
竹
山
が
學
主
を
兼
ね
、

従
来
と

の
交
渉
が
や
が
て

の
膝
史
の
う
え
に
も
大
き
な

よ
つ
て
、
學
間
的
に
も
教
育
的
に
も
、
そ
し
て
ま

こも、．

ヽ

め
ざ
ま
し
い

開
設
に
か
か
る
も
0
六
十
七
狡
に
封
し
、
天
明
以
後
の
も
0
は
二
百
十
八

お
い
て
、
藩
絞
の
開
設
が
駆
倒
的
に
多
い
と
い
う
事
毀
を
物
語
っ
て
い
る
。
危
観
の

に
則
つ
て
、
全
闘
的
に
學
校
教
育
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
て
あ
る
。
定
信
は
老
中
就
任
の
翌
月
、
い
ち
早
く
全
國
に
學
間
・

の
氏
名
。

・
流
祇
名
な
ど
の

隆
を
園
り
、
旗
本
の
子
弟
に
そ
の

の
教
授
者

に
促
さ
れ
て
、
ま
た
藩
府
の
文
教
振
興
の
方
針

正
を
要
す
る
が
、
こ
の
時
代
の

の
概
況
を
う
か
が
う
こ
と
は
て
き
る
。
つ
ま
り
天
明
・
買
政
の
い
わ
ゆ
る
寛
政
改
革
の
時
期
に

て
い
る
。

こ
の

よ
り
み
れ
ば
多
少
の
修

に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
各
藩
の

注
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ、
，
 

0
お
も
な
も
0
は
二
百
八

の
病
根
が
抜
き
難
い
も
の
に
な
つ
て
い
た
が
た
め
に
、

の
政
策
す
な
わ
ち
主
と
し
て

る
が
、
そ
の
う
ち
安
永
以
前
0

に
多
大
の
努
力
が
傾



し
て

し
て し

か
し
懐
徳
堂
再
興
に
つ
い
て
は
、

天
明
・
窯
政
期
の

殖
を
闘
り
、

帰
在
し
た
わ
け
て
あ
る
。

定
信
の
滞
阪
中
の
行
動
は
、
姫
井
集
が
定
信
の
事
敗
を
見
間
に
従
つ
て
詞
録
し
た

脊

の
裁
盤
を
命
じ
た
。
か
く
て
定
信
は
五
月
京
都
に
の
ぼ
り
、
光
格
天
皇
に
聖
繭
院
の
行
在
所
に
お
い
て
拝
謁
、
し
ば
ら
く
滞
京

計
霊
の
大
網
を
立
て
た
。
つ
い
て
六
月
一
日
、
定
信
は
京
都
を
狡
し
、
二
日
大
阪
に
到
愁
、
松
山
藩
邸
に
入
り
、
六
日
ま
て
滞

阪
し
て
詣
所
の
巡
見
に
日
を
送
っ
た
。
嘗
時
の
松
山
藩
主
松
平
定
閻
は
も
と
田
安
家
出
身
て
、

〇
伽
具
兄
に
常
る
0
て、

れ
て
い
る
。

松
山
堺
邸
に

天
明
七
年
六
月
十
九
日
に
松
平
定
信
が
老
中
首
座
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
約
半
歳
餃
、
す
な
わ
ち
こ
の
年
0
十
二
月
に
京
都
所
司
代
の
更

迭
が
お
こ
な
わ
れ
、
戸
田
因
幡
守
忠
寛
か
ら
松
平
和
泉
守
乗
露
に
代
る
こ
と
と
な
っ
た
。
慣
例
に
よ
れ
ば
、
所
司
代
更
迭
0
さ
い
堺
務
の

引
織
ぎ
を
す
る
の
は
老
中
の
任
務
て
あ
る
の
て
、
定
信
は
ヒ
洛
の
邸
命
を
う
け
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
年
改
ま
つ
て
天
明
八
年
と
た
っ

た
。
と
こ
ろ
が
正
月
晦
日
の
夜
、
京
都
て
は
洛
東
か
ら
出
火
し
て
槃
裏
御
所
。
二
條
城
は
じ
め
町
敗
三
千
百
餘
を
燒
失
す
る
と
い
う
稀
有

の
大
火
災
が
起
っ
た
。
雌
府
と
し
て
は
財
政
難
の
さ
い
て
は
あ
る
が
、
御
所
の
復
輿
は
急
を
婆
す
る
の
て
、
三
月
一

一日、

寸
に
翌

こ
の
火
災
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
天
明
八
年
（

て
會
談
し
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の
常
時
竹
山
が
定
信
に
披
涙
し

寛
政
の
再
興
の
さ
い
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
と
思
う
の
て
あ
る
。
以
下
少
し
く
そ
の
間
の
網
緯
を
辿
つ
て
み
よ
う
。

O) 

七
八
八
）
に
竹
山
が
定
信
と
大
阪
に
お
い

の
全
盛
時
代
を
招
来
し
え
た
の
は
、
主
と
し
て
竹
山
の
努

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
年
餘
を
饂
過
し
た
露
政
四
年
（
一
七
九

九
四

）
五
月
に
、

腔
来
の
維
持
誕
螢
に
ま
て
心
を
費
し
た
。

徳
堂
は
大
阪
の
大
火
に
類
燒
し
て
最
大
の
危
槙
に
逢
附
し
た
。
し
か
し
竹
山
は
松
平
定
信
は
じ
め
端
府
嬰
路
の
支
持
を
え
て
、
買
政
八
年

（
一
七
九
六
）
六
月
に
懐
徳
堂
再
建
の
事
業
を
な
し
と
げ
、
そ
の
翌
買
政
九
年
八
月
に
六
十
八
歳
に
し
て
隠
退
し
た
の
て
あ
る
。
従
っ
て

竹
山
が
學
主
と
し
て
懐
徳
堂
の
最
高
賓
任
者
て
あ
っ
た
期
間
は
、
終
始
學
園
の
経
齋
面
に
も
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
わ
け
て
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
経
螢
上
の
危
様
を
克
服
し
、
學
風
の
振
狐
に
よ
つ
て

に
よ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



天
明
・

の
近
傍
、

堺
町
御
門
附
近
に
域
を
卜
し
て
、

し、

に
は
天
下
の
人
村

九
五

め
る
が
よ
い
。
」

と
の
趣
旨
を
記
し
て

べ
き
て
あ
る
。
京
都
て

に
學
間
研
究
の
た
め
0
み
な

施
殷
炉

あ
る
。

の

民
間
の

豆）

こ
よ

に
す

て
は
既
に
林
家
を
中
心
に

お
い
て
學
間
研
究
お
よ

巻
四
に

ノ

と
い
う
一
項
が
あ
る
。
そ
の
所
論
は
、

と
闘
係
の
深
い
學
校
教
育
に
つ
い
て
の

み
て
み
た
い
と
思
う
。

る
評
論
か
ら
成
り
、
こ
の
時
代
の

の

の
罰
め
に
よ
る
も
の
て
あ
っ
た
。

斌
1

。

F
1
I
 

i
f
 

の
禁
は
、

定
信
か
ら
竹
山
に
封
し
て
召
命
が
他
え
ら
れ
、
竹
山
は
翌
四
日
松
山
藩
邸
に
出
頭
、
午
後
五
時
か
ら
約
四
時

間
ば
か
り
定
信
と
野
談
、
租
々
の
質
間
に
應
答
し
て
い
る
。
怒
政
最
高
の
費
任
者
と
し
て
、
深
刻
化
し
て
き
た
封
建
危
概
の
打
開
に
麿
心

し
て
い
た
定
信
は
、
文
教
の
振
興
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
息
想
・
學
間
の
統
制
に
大
き
な
闘
心
を
樅
い
て
い
た
。

こ
の
悛
ま
も
な
く
買
政
二
年
（
一
七
九
0
)
五
月
に
畠
さ
れ
、
露
政
改
革
の
直
要
な
施
策
の
一

従
つ
て
朱
子
學
者
に
し
て
大
阪
の
風
敦
振
粛
に

野
談
は
學
間
の
こ
と
を
は
じ
め
、
京
阪
の

院
し
、

十
巻
は
竹
山
の

し
て
い
た
竹
山
の
名
翌
は
、
夙
に
の
茸
に
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

古
今
の
直
昴
い
な
ど
に
わ
た
り
、
竹
山
は
忌
憚
な
く
自
己
の
見
解
を
開

、
さ
ら
に
時
事
に
闘
す
る
意
見
が
あ
れ
ば
、
追
つ
て
申
し
出
る
べ

の
一
て
あ
つ
て
、
そ
の

て
あ
る
。

び
た
び
柿
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
の
直
接
の

。
文
化
の
各
分
野
に
わ
た
る
竹
山
の

あ
る
の
は
周
知
0
こ
と
て
あ
る
が
、
こ
こ
て

の
文
敦
政
策
を
説
き
、
つ
ぎ
に

て
あ
る
が
、
京
都
・
大
阪
に
お
い
て
も
學
校
の

し
と
の
意
を
洩
し
た
の
て
、
竹
山
が

り
、
江
戸
に
送
つ
て

の

の

に
供
し
た
の
が

¢) 

を
う
け
て
氾
出
し
た
と
い
う
。
そ
の
さ
い

諸
侯
の

の

ら
れ
た
の
て
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
三
日
の



竹
山
は
か
く
京
都
の
官
學
に
つ
い
て
の
を
説
明
し
た
う
え
て
、
大
阪
の
學
校
に
論
及
し
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
大
阪
の
特
異
性
を

の
べ
、
「
大
坂
二
間
都
―
―
列
ス
如
大
都
會
ニ
シ
テ
、
四
浩
ノ
輻
湊
ス
ル
所
、
繁
華
甚
敷
、
其
風
俗
謂
雑
ク
シ
テ
填
＞
易
キ
地
ナ
レ
バ
、
是

又
シ
カ
ト
シ
タ
學
校
ノ
設
無
テ
〈
叶
可
カ
ラ
ズ
」
と
て
、
大
阪
に
お
け
る
學
校
の
必
要
性
を
張
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
阪
は
繁
華
の

地
、
風
教
の
維
持
し
難
き
地
て
あ
る
が
故
に
、
學
校
設
置
が
緊
要
て
あ
る
と
い
う
の
て
あ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
江
戸
時
代
の
脈
史
を
考
え

る
う
え
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

松
平
定
信
は
、
そ
の
自
叙
個
『
宇
下
人
言
』
の
中
に
、
天
明
の
こ
ろ
の
江
戸
の
あ
り
さ
ま
を
の
べ
て
「
す
て
に
町
か
た
人
別
の
改
て
ふ

も
の
も
、
只
名
の
み
に
成
り
け
れ
ば
、
い
か
な
る
も
の
に
て
も
町
に
す
み
が
た
き
も
の
は
な
く
、
出
家
之
定
も
な
け
れ
ば
、
四
に
放
蕩
無

頼
の
徒
す
み
よ
き
世
界
と
は
成
り
た
り
け
り
。
さ
る
に
よ
り
て
在
か
た
人
別
多
く
減
じ
て
、
い
ま
闘
東
の
ち
か
き
村
々
、
荒
地
多
く
出
来

た
り
、
や
う
や
う
村
に
は
名
主
ひ
と
り
の
こ
り
、
そ
の
外
は
み
な
江
戸
へ
出
ぬ
と
い
ふ
が
ご
と
く
、
末
に
の
み
わ
し
り
け
り
。
」

て
い
る
。
江
戸
薯
府
政
治
の
も
と
に
あ
っ
て
、
図
民
の
大
部
分
を
占
め
る
農
民
は
、
多
く
過
直
な
貢
租
に
苦
し
め
ら
れ
、
そ
れ
に
比
す
れ

ば
各
地
の
城
下
町
に
集
中
し
た
商
工
民
は
、
本
来
武
士
隋
級
の
消
費
生
活
に
奉
仕
す
る
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら
、
そ
の
租
税
の
負
据
は
遥

か
に
軽
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
町
人
の
経
齋
生
活
が
著
し
く
向
上
し
て
都
市
が
殺
展
し
、
’

農
村
と
の
大
き
な
懸
隔
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

四
十
萬
に
及
ん
だ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

江
戸
は
も
と
も
と
薯
府
の
集
植
政
策
の
結
果
と
し
て
、
直
接
的
に
は
参
勁
交
代
制
の
結
果
と
し
て
、
肌
に
貯
軍
家
の
お
ひ
ざ
も
と
て
あ

る
ば
か
り
て
な
く
、
全
國
的
規
模
に
お
け
る
城
下
町
て
あ
る
。
大
阪
は
江
戸
と
並
ん
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
全
胴
鰈
惰
の
直
要
な
焦

黙
て
あ
り
、
「
天
下
の
棗
所
」
と
稲
せ
ら
れ
た
。
京
都
は
御
所
の
あ
る
と
こ
ろ
、
千
年
の
古
都
と
し
て
の
偲
統
を
も
つ
て
い
た
。
全
闊
詣

藩
の
城
下
町
が
、
最
大
の
も
の
て
も
人
口
十
萬
前
後
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
尉
し
て
、
江
戸
は
百
萬
前
後
、
京
都
・
大
阪
は
三
、

こ
の
三
都
が
他
の
封
建
都
市
と
し
て
の
城
下
町
と
は
著
し
く
異
っ
た
存
在
て
あ
っ
た
こ
と
が
期
ら

い
る
。

天
明
・
窯
政
期
の
懐
鑢
堂

L
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カ
ル
マ
ジ
。
因
テ
思
フ
ニ
、
大
坂
＝
―
於
テ
〈
前
文
＝
一
述
ル
如
ク
、

天
明
・
宣
政
期
の

こ
と
を

九
七

―
先
人
願
受
タ
ル
場
所
、
愚
拙
ノ
今
守
ル
所
ノ
一
小
校
有
バ
、
是
ヲ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
京
師
ノ
設
已

タ
ラ
バ
、
大
坂
〈
又
大

シ

に
お
い
て
は
、
大
阪
に
學
校
の
設
備
の

か
て
あ
る
。
三
都
が
政
治
・
・
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
て
、
日
本
の
大
き
な
焦
黙
を
な
す
と
同
時
に
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
市
民
の

都
市
生
活
は
、
特
異
な
都
市
的
雰
団
氣
を
か
も
し
出
し
て
く
る
。

し
た
よ
う
な
江
戸
に
尉
す
る
激
し
い
人
口
集
中
は
、
も
ち
ろ
ん
飢
饉
な
ど
に
よ
っ
て
農
村
が

稼
ぎ
な
ど
の
生
活
の
て
だ
て
を
求
め
て
、
農
村
の
子
弟
が
多
数
流
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
起
さ
れ
た
現
象
て
あ
る
が
、
同
時
に
都
市
の
雰

図
氣
が
大
き
な
魅
力
て
あ
っ
た
の
も
否
定
て
き
な
い
要
因
て
あ
る
。
竹
山
が
大
阪
市
民
の
風
教
の
維
持
し
難
い
の
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
、

い
大
阪
に
お
い
て
、
一
屑
弧
く
都
市
特
有
の
自
由
奔
放
な
生
活
態
度
が
み
ら
れ
た
こ
と

の
封
建
支
配
を
励
揺
さ
せ
る
よ
う
な
励
き
が
、
い
ち
早
く
成
長
し
て
い

江
戸
以
上
に
町
人
の
網
齋
的
・
社
會
的
地
位
の

を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
大
都
市
に
お
い
て
、

た
の
て
あ
る
。

江
戸
時
代
の
難
府
要
路
や
、

そ
し
て
絲
府
政
治
下
の
現
存
の

た
る
理
由
と
す
る
の
て
あ
る
。

盟
案
を
記
し
て
い
る
。

「
都
市
の
空
氣
は
人
々
を
自
由
な
ら
し
め
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

の
必
要
性
を
強
闘
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
都
市
生
活
の
特
異
た
展
開
に
野
虞
す
る
こ
と

こ
と
を
の
べ
た
後
、
そ
の

「
大
阪
は
尊
貴
の
人
少
な
く
平
民
の
み
多
い
と
こ
ろ
て
あ
る
か
ら
、
學
校
は
さ
ま
て
廣
大
な
る
必
要
は
な
い
。

校
の
敷
地
面
蹟
、
教
官
の
手
常
、
と
も
に
京
都
の
學
校
よ
り
は
小
規
模
て
よ
い
が
、
大
阪
は
な
に
ぶ
ん
地
恨
が
高
い
故
、
學
校
敷
地
を
買

上
げ
る
網
費
も
多
額
に
の
ぼ
り
、
か
つ
先
祖
偲
来
の
家
持
の
住
届
を
他
に
移
す
こ
と
は
容
易
て
な
い
。
」

そ
こ
ぞ
J

竹
山
は
一
轄
し
て
懐
徳

ソ
ギ
タ
リ
ト
モ

規
模
に
つ
い
て
大
略
次
の
よ
う
に
具

に
お
い
て
、

に
お
け

た
も
の
が
多
い
。

・
道
徳
的
規
範
が
大
き
な
危
歳
に
際
會
し
た
天
明
期
に
、

竹
山
が
『
草
茅
危

の
文
敦
政
策
を
支
持
す
る
學
者
の
な
か
に
は
、
こ
う
し

の
も
つ
反
封
建
的
な
性
格
に
荒
目
し

、
大
都
市
に
お
け
る
仲
間
奉
公
、
日

二
都
の
市
民
は
封
建
制
の
栢
桔
下
に
あ
っ
て
も
、

玄
J

こ
と
が
て
き
た

ら
れ
る
。
定
信
が
慨
歎



四

志
の
者
に
も
反
尉
は
な
い
と
思
う
。
」

天
明
・
窯
政
期
の
悛
悠
堂

少
シ
開
拓
シ
培
飾
シ
テ
、
官
校
ト
セ
ナ
セ
ラ
ル
可
キ
ャ
。
」

し
か
し
な
が
ら
現
時
の
恨
徳
堂
は
あ
ま
り
に
も
荻
小
ノ
J

あ
る
と
て
、

大
抵
宜
キ
地
ニ
テ
、
表
口
十
二
間
計
リ
、
裏
行
町
並
二
十
間
也
。
僅
二
欝
堂
ヲ
設
ケ
子
舎
ヲ
具
、
滸
學
生
十
敷
人
ノ
寄
寓
ヲ
辮
ズ
ル
ノ

ミ
。
」
と
、
現
朕
を
説
明
し
て
い
る
。
績
い
て
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
封
策
を
の
べ
て
い
る
。
「
欝
説
の
と
き
に
は
障
衆
が
玄
闘
の
式
嚢

に
ま
ノ
J

ぁ
ふ
れ
る
始
末
て
、
官
學
の
設
備
と
し
て
は
不
十
分
て
あ
る
が
、
傾
徳
堂
の
酉
隣
り
へ
、
間
口
十
三
間
、
奥
行
二
十
間
ば
か
り
の

土
地
を
買
上
げ
て
撰
張
す
れ
ば
、
新
規
に
官
學
の
敷
地
を
買
牧
す
る
の
に
比
し
て
網
費
も
八
分
の
一
位
ノ
J

足
り
、
欝
堂
も
よ
ほ
ど
廣
く
な

り
、
聖
廟
も
大
抵
の
規
棋
に
は
設
け
る
こ
と
が
て
き
、
教
授
・
助
教
の
役
宅
な
ど
も
用
意
ノ
J

き
る
ノ
J

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
建
築
費
も
、

新
規
に
官
學
を
造
螢
す
る
の
に
比
す
れ
ば
、
三
分
の
一
か
五
分
の
二
て
足
り
る
て
あ
ろ
う
。
そ
し
て
藩
府
が
買
牧
す
る
官
地
と
釘
来
の
恢

徳
堂
の
拝
領
地
と
滉
沿
し
て
支
障
が
あ
れ
ば
、
恢
徳
堂
よ
り
拝
領
地
を
獣
上
し
て
全
部
官
地
と
す
れ
ば
よ
い
。
が
ん
ら
い
恢
徳
堂
設
立
の

趣
旨
は
、

こ
れ
を
永
久
に
偲
え
て
衰
え
る
こ
と
な
き
を

以
上
の
よ
う
に
悛
徳
堂
の
維
持
振
良
に
つ
い
て
、
竹
山
は
こ
れ
を
官
學
に
轄
換
し
て
、
あ
た
か
も
江
戸
に
お
け
る
昌
平
坂
學
間
所
の
よ

う
な
性
格
の
も
の
に
す
る
こ
と
に
、
永
久
の
策
を
見
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
績
い
て
「
學
校
ノ
事
」
の
最
後
に
は
、
奈
良
・
堺
・
大
津
・

池
田
・
酉
宮
・
兵
庫
そ
の
他
天
領
の
大
小
都
市
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
藩
府
の
按
助
に
よ
つ
て
學
校
を
開
設
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ

れ
も
三
都
と
同
じ
く
、
幕
府
直
轄
領
の
文
教
を
振
奥
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
諮
府
の
政
治
支
配
を
柿
強
す
べ
き
こ
と
を
獣
策
し
た
も
の
て

あ
る
。
し
か
し
危
が
ら
竹
山
が
最
も
力
説
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
恢
徳
堂
に
闊
す
る
事
項
て
あ
っ
て
、
常
然
の
こ
と
な
が
ら
、
京
都
そ

の
他
の
學
校
に
閻
す
る
絞
辿
に
比
し
て
遥
か
に
具
憫
性
に
富
ん
て
い
る
の
て
あ
る
。

が
松
平
定
信
の
施
政
の
上
に
い
か
な
る
影
響
ご
を
興
え
た
か
を
、
詳
細
に
知
る
こ
と
は
て
き
な
い
。
し
か
し
上
述
し
た
定

に
あ
る
故
、
今
こ
れ
を
官
地
と
併
合
さ
れ
る
こ
と
も
、
永
久
の
策
と
し
て
同

九
八

「
場
所



天
明
・
窪
政
期
の

な
か
っ
た
。

定
信
の

し
て
は
、

さ
き
に

L

L
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八

0
1
―-）に

年
七
月
二
十
三
日
に
老
中
の

を
交
附
し
た
。
そ
こ
て
竹
山
は
八

翌
露
政
八
年
六
月

地
二
百
三
十
坪
に
綬
け
て
地
域
を
凱
張
し
、

し
て
、
詈
敷
地
の
ま
ま
文
庫
を
建
て
、

に
引
用
し
た

素
志
の
霰
現
を
闘
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
多
額
の

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

宜
政
七
年
（

の
許
可
を
奥
え
る
と
と
も
に
、

二
百
頂

の
中
の

全
く
同
様
て
あ
る
。
竹
山
は
こ
の
災
尼

て
、
學
間
所
の

の
階
梯
と
し
、

必
要
と
す
る
第
一
案
は
黎
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
結
局
第

七
九
五
）
七
月
、

の
竣
成
を
み
る
に
至
っ
た
。
腿
工
費
七
百
雨
餘
、
従
っ

て
四
百
繭
餘
は
地
元
大
阪
に
お
い
て
、
か
ね
て
よ
り
の
の
支
持
者
、
門
下
生
な
ど
の
協
力
に
よ
つ
て
支
辮
さ
れ
た
の
て
あ
る
。

も
つ
と
も
癖
府
か
ら
再
建
許
可
お
よ
び
交
附
金
が
奥
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
松
平
定
信
は
既
に
藩
府
を
去
つ
て
い
た
。
か
れ
は
寛
政
五

し
た
か
ら
て
あ
る
。
し
か
し
定
信
の
老
中
靡
職
は
直
ち
に
端
府
政
治
の
轄
換
を
意
味
す
る
も
の
て
は

に
よ
つ
て
老
中
に
抜
揖
さ
れ
た
松
平
信
明
が
、
な
お

立
て
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
第
一
案
は
、
さ
き

0) 

し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
案
と
し
て
、

て

の

0

と、

竹
山
は
直
ち
に
そ
の
再
興
に

ね
ば
、
な
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
か

信
と
竹
山
と
の
交
渉
の
事
質
に
徴
し
て
も
、
お
そ
ら
く
定
儒
は
竹
山
の

印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の

を
え
る
こ
と
が
て
き
た
事
霞
に
徴
し
て
も
明
ら
か
て
あ
る
。

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
五
月
、

れ
は
大
阪
城
代
堀
田
正
順
の
罰
め
に
よ
つ
て
江
戸
に
下
り
、
定
信
を
は
じ
め

四
町
奉
行
訟
平
貴
弧
の
手
を
網
由
し
て
、

え
、
九
月
鯰
阪
後
、
．

・
教
投
舎
宅
な
ど
を
新
敗
せ
ん
と
す

＜ ‘ 

こ
う
む
っ
た
災
厄
を
克
服
す
る
に
営
つ
て
、

て
、
竹
山
の
期
待
し

し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

じ
め
癌
府
要
路
に
強
く

の
援
助

の
文
教
政
策
の
線
と
矛
盾
す
る
も
の
て
は
な
か
っ
た
。
た
だ

標
榜
し
て
い
た
常
時
に
お
い

しう

し
て
、
昌
平
坂
學
間
所
〇

よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
竹
山
の
か
ね
て
抱
恢
す
る

の
共
嗚
す
る
黙
を
み
い
だ
し
た
こ
と
て
あ
ろ
う
。
ま



さ
れ
て
い
た
わ
け
ノ
J

あ
る
。

『
花
月
草
紙
』

天
明
・
宜
政
期
の
懐
態
堂

至
る
ま
て
老
中
と
し
て
幕
政
虞
理
の
任
に
営
り
、
諸
事
定
信
の
政
策
を
輯
承
し
て
い
た
。
従
つ
て
定
信
は
政
界
の
表
面
か
ら
退
い
た
と
は

い
え
、
床
お
幕
府
に
封
し
て
隠
然
た
る
影
轡
力
を
も
ち
、
寛
政
改
革
の
方
向
も
次
の
化
政
期
に
入
っ
て
挫
折
さ
れ
る
ま
ノ
L

は
持
絞
し
た
の

て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
寛
政
七
年
の
恢
徳
堂
再
建
許
可
の
背
後
に
は
、
定
信
の
支
持
が
大
き
く
働
い
て
い
た
こ
と
を
否

定
て
き
な
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
て
定
信
の
恢
徳
堂
に
封
す
る
支
按
は
、
異
學
の
禁
の
政
策
な
ど
と
考
え
合
わ
せ
た
ば
あ
い
、
封
建
支
配
の
補
強
・
強
化
の
た
め

の
風
教
の
振
粛
と
い
う
目
的
を
、
そ
の
主
た
る
動
機
と
す
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
て
あ
る
。
し
か
し
こ
の
貼
の
み
を
強
調
す
る

こ
と
は
、
や
は
り
一
面
観
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
て
あ
ろ
う
。
定
信
は
一
代
の
文
化
人
た
る
田
安
宗
武
の
子
と
し
て
成
人
し
た
。
の
み
な

ら
ず
定
信
自
身
、

『
集
古
十
種
』
そ
の
他
多
敷
の
論
著
を
も
の
し
、
こ
と
に
好
古
趣
味
豊
か
た
文
化
人
て

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
後
の
武
士
は
、
も
は
や
昔
日
の
武
士
と
は
大
い
に
異
な
る
。
文
化
主
義
的
傾
向
が
時
代
の
大
勢
と
し
て
高
ま

つ
て
き
た
の
ノ
J

あ
る
。
諸
藩
の
藩
校
教
育
が
盛
ん
に
な
っ
た
事
収
も
、
さ
き
に
は
藩
藩
閤
制
の
危
機
と
い
う
観
貼
か
ら
説
明
し
た
が
、
や

は
り
こ
う
し
た
文
化
主
義
的
傾
向
の
現
わ
れ
て
あ
る
こ
と
を
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
文
化
主
義
的
傾
向
と
い
う
こ
と

は
、
武
士
階
級
自
憫
の
髪
質
を
物
語
り
、
究
極
に
お
い
て
か
れ
ら
の
封
建
支
配
と
相
矛
盾
し
、
稀
器
骰
制
の
一
屑
の
危
機
を
招
来
す
る
も

の
て
も
あ
る
。
し
か
し
維
新
以
後
の
明
治
文
化
の
急
速
な
猿
展
は
、
こ
の
よ
う
な
闘
係
に
お
い
て
既
に
江
戸
時
代
の
塵
史
の
う
ち
に
準
備

中
井
竹
山
は
、
そ
の
弟
履
府
が
鈍
粋
に
學
者
と
し
て
孤
高
な
境
地
を
守
っ
た
の
に
比
し
て
、
餘
り
に
も
樅
勢
に
接
近
し
す
ぎ
る
と
の
非

難
を
、
そ
の
常
時
か
ら
受
け
た
よ
う
て
あ
る
。
し
か
し
竹
山
の
行
勁
は
、
日
常
生
活
に
密
焙
し
た
如
具
用
の
學
を
旨
と
す
る
懐
徳
堂
の
精
紳

と
矛
盾
す
る
も
の
て
は
な
い
。
如
以
用
の
學
を
旨
と
し
、
現
存
の
政
治
的
。
祉
會
的
規
範
の
肯
定
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
竹
山
と
定
信
と

の
闘
係
も
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
て
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
天
明
。
寛
政
の
激
し
い
髪
革
期
に
際
會
し
て
、
災
厄
の
復
興
と
い
う
大
事
業

を
な
し
と
げ
、
懐
徳
堂
の
名
翌
を
揚
げ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
學
間
的
業
絞
を
し
ば
ら
く
お
い
て
も
、
竹
山
の
功
ま
た
大
て
あ
る
と
い
わ
な

0
0
 



天
明
・
宜
政
期
の

（
本
稿
は
昭
和
三
十

で
あ
る
。
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
年
十
月
六
日
の
「
窪
政
期
の
祉
會
と

と

1
0
 

と
と
し
、
冗
長
を
削
り
、
詫
明
不
足
の
期
を
補
っ
た
も
の




