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ent of Setagaya B
oroichi (R

ag Fair) in Tokyo
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現
存
す
る
農
民
市
と
し
て
は
東
京
都
内
最
古
の
存
在
で
あ
る
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
は
、
一
五
七
八
年

（
天
正
六
年
）
に
お
け
る
後
北
条
氏
の
市
立
掟
書
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
う
る
重

要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
が
、
当
初
よ
り
そ
れ
は
典
型
的
な
六
斎
市
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
北
条

氏
の
没
落
し
た
近
世
期
に
は
年
に
一
度
の
歳
の
市
と
な
っ
た
が
、
彦
根
藩
領
内
に
あ
っ
て
代
官
の
支

配
・
統
制
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
近
代
期
に
は
村
方
の
運
営
す
る
農
民
市
と
な
り
、
改
暦

に
よ
っ
て
一
月
・
一
二
月
の
二
度
の
市
立
と
も
な
っ
て
い
っ
た
が
、
明
治
期
に
は
ボ
ロ
布
市
・
筵
市

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
期
に
は
植
木
市
と
し
て
の
発
展
も
み
た
。
近
代
産
業
の
勃
興

と
交
通
網
の
整
備
を
通
じ
、
前
近
代
的
な
商
品
取
引
は
し
だ
い
に
一
掃
さ
れ
、
市
場
商
人
と
地
元
と

の
親
密
で
特
殊
な
相
互
関
係
も
解
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
暴
力
団
系
テ

キ
ヤ
組
織
の
介
入
を
許
す
余
地
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
戦
後
の
市
立
の
民
主
的
な
改

革
は
、
そ
れ
ら
と
の
対
決
な
く
し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
粘
り
強
い
努
力
を
通
じ
て
地
元
民

は
つ
い
に
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）、つ
い
に
こ
れ
を
達
成
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
成
果
に
よ
っ

て
今
日
の
ボ
ロ
市
の
運
営
基
盤
が
形
作
ら
れ
、
市
立
の
現
代
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
今
日
の
出
店

構
成
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
か
ら
も
、
改
革
後
の
特
色
あ
る
業
種
実
態
、
出
店
者
の
広
域
化
、
地

元
主
導
型
の
民
主
的
運
営
形
態
の
定
着
と
い
っ
た
諸
傾
向
を
、
そ
こ
に
明
確
に
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

市
、
ボ
ロ
市
、
歳
の
市
、
露
天
商
、
世
田
谷

［
論
文
要
旨
］

は
じ
め
に

❶
中
世
期
に
お
け
る
楽
市
時
代

❷
近
世
期
に
お
け
る
市
町
時
代

❸
明
治
期
に
お
け
る
ボ
ロ
布
・
筵
市
時
代

❹
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
植
木
・
雑
貨
市
時
代

❺
昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
治
安
問
題

❻
ボ
ロ
市
保
存
会
の
発
足

❼
現
代
の
世
田
谷
の
ボ
ロ
市

お
わ
り
に

長
沢
利
明

世
田
谷
の
ボ
ロ
市
の
発
達
史
と
現
況
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は
じ
め
に

世
田
谷
の
ボ
ロ
市
と
い
え
ば
、
東
京
の
冬
の
風
物
詩
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
、
今
日

で
は
二
〇
万
人
も
の
人
出
で
に
ぎ
わ
う
重
要
な
観
光
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
東
京
都
世
田
谷
区
世
田
谷
に
残
る
旧
彦
根
藩
の
大
場
家
代
官
屋
敷
跡
の
周
辺
を

主
た
る
会
場
と
し
て
な
さ
れ
る
一
大
雑
貨
市
な
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
の
農
民
市
が

現
代
的
に
発
展
し
た
青
空
市
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
農
民
相
手
の
古
着
や
ボ
ロ

布
、
そ
の
他
の
中
古
の
生
活
物
資
類
を
商
う
市
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ボ
ロ
市
と
呼
ば

れ
て
き
た
。
ボ
ロ
市
自
体
は
大
都
市
の
周
辺
農
村
な
ど
で
、
季
節
市
の
形
を
と
り
な

が
ら
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
東
京
都
内
の
例
を
あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
た
と

え
ば
足
立
区
千
住
の
勝
専
寺
の
門
前
で
毎
月
二
・
七
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た「
千

住
の
ボ
ロ
市
」
が
あ
っ
た
も
の
の
、
一
九
七
八
年
頃
に
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
〔
足

立
区
役
所
（
編
）　

一
九
七
九　

二
一
五
～
二
一
七
頁
〕。
江
戸
川
区
東
葛
西
の
昇
覚
寺

の
門
前
で
毎
月
六
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
「
葛
西
の
ボ
ロ
市
」
は
今
で
も
続
け
ら
れ

て
お
り
、
一
二
月
の
そ
れ
は
特
に
盛
況
で
歳
の
市
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史

は
浅
く
て
一
九
三
二
年
頃
に
始
ま
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
練
馬
区
関
町
の
本
立
寺
の
門

前
で
一
二
月
九
～
一
〇
日
に
立
つ
「
関
の
ボ
ロ
市
」
も
、
や
は
り
寺
院
の
門
前
に
立

つ
歳
の
市
で
、
日
蓮
宗
の
御
会
式
行
事
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源

は
安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
一
八
五
九
年
）
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
〔
佐

藤　

一
九
八
八　

二
二
～
二
三
頁
〕。

こ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
の
歴
史
は
き
わ
め
て
古
く
、
実
に
一
六
世

紀
の
昔
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
、
し
か
も
そ
れ
は
寺
院
の
門
前

市
と
し
て
で
は
な
く
、
都
市
郊
外
の
拠
点
的
集
落
を
市
立
の
場
と
し
て
な
さ
れ
て
き

た
非
門
前
市
型
の
農
民
市
と
し
て
あ
り
続
け
、
二
〇
世
紀
に
あ
っ
て
は
近
代
化
・
現

代
化
へ
の
脱
皮
に
も
成
功
し
て
、
大
規
模
な
観
光
雑
貨
市
に
ま
で
発
展
し
た
稀
有
な

例
と
い
え
る
。
か
つ
て
の
そ
の
農
民
市
時
代
の
市
立
の
様
相
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
い
か
に
し
て
そ
の
現
代
化
が
達
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
観
光
化
へ
の

脱
皮
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
諸
問
題
が
克
服
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
現
代
の

市
は
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
新
た
な
問
題
を
そ
こ
に
か
か
え

て
い
る
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
詳
細
な
調

査
・
研
究
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
成
果
は
非

常
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
注
目
す
べ
き
す
ぐ
れ
た

調
査
報
告
も
今
ま
で
に
い
く
つ
か
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
お
も
だ
っ
た
も
の
を

あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
一
九
六
〇
年
代
に
な
さ
れ
た
北
村
嘉
行
に
よ
る 

詳
細
な
店
舗
数
調
査
の
報
告
が
あ
っ
て
〔
北
村　

一
九
六
三　

三
～
一
四
頁
〕、
当
時

の
ボ
ロ
市
の
出
店
状
況
な
ど
を
そ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
代
に
熊
沢 

繁
雄
の
手
で
な
さ
れ
た
各
出
店
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
成
果
な
ど
に
も
〔
熊
沢　

一
九
六
五　

一
六
～
一
七
頁
〕、
注
目
に
値
す
る
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
や
〔
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
）　

一
九
九
八
〕、
長
沢

利
明
に
よ
る
調
査
成
果
も
報
告
さ
れ
て
き
て
お
り
〔
長
沢　

二
〇
〇
六　

一
〇
四
～

一
〇
九
頁
〕、
西
脇
真
紀
江
〔
西
脇　

二
〇
〇
三　

一
～
三
頁
〕・
早
川
典
江
〔
早
川　

二
〇
〇
三　

四
～
五
頁
〕・
有
馬
奈
保
子
〔
有
馬　

二
〇
〇
三　

五
～
六
頁
〕・
石
川
博

司
〔
石
川　

二
〇
〇
一　

二
頁
〕
ら
に
よ
る
報
告
を
も
含
め
て
、
ボ
ロ
市
の
お
お
よ

そ
の
実
態
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
な
お
多
く
の
検
討
課
題
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
近
世
期
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
間
に
ボ
ロ
市
が
た
ど
っ
て
き
た
総

合
的
な
発
達
史
の
再
構
成
と
、
市
立
の
性
格
の
変
化
・
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
時
的

に
明
確
化
し
て
み
る
た
め
の
作
業
は
、
な
お
引
き
続
き
報
告
の
蓄
積
が
求
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
行
政
的
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
報
告
に
は
な
か

な
か
触
れ
に
く
い
、
治
安
面
に
関
す
る
諸
問
題
な
ど
も
多
々
あ
っ
て
、
あ
ま
り
具
体

的
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ボ
ロ
市
の
今
日
的
発
展

の
た
め
に
避
け
て
は
通
れ
な
か
っ
た
出
来
事
な
の
で
あ
り
、
地
元
住
民
ら
が
い
か
に

し
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
、
市
を
守
り
育
て
て
き
た
の
か
と
い
う
輝
か
し
い
成
果
に
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つ
い
て
も
、
支
障
の
な
い
範
囲
で
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
代
の
ボ
ロ
市
が
ど
う
い
っ
た
出
店
構
成
で
な
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
っ
た
、
く
わ
し
い
実
情
に
つ
い
て
も
、
極
力
正
確
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
世

田
谷
の
ボ
ロ
市
の
発
達
史
と
現
況
に
関
す
る
調
査
報
告
を
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
ろ
み

る
も
の
で
あ
る
。

❶
中
世
期
に
お
け
る
楽
市
時
代

そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
、
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
の
た
ど
っ
て
き
た
長
い
歴
史
を
、
振
り

返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
、
そ
の
発
生
期
の
諸
状
況
に
つ
い
て
見
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
農
民
市
が
い
つ
の
時
代
に
始
ま
り
、
い

か
に
し
て
発
生
・
成
立
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
諸
情
報
は
、
ほ
と
ん
ど
何

も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
唯
一
に
し
て
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
一
五
七
八
年
（
天

正
六
年
）
に
お
け
る
後
北
条
氏
の
市
立
掟
書
が
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
市
の
歴
史
が
少
な
く
と
も
一
六
世
紀

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
き
わ
め
て
重
要

な
基
礎
情
報
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
市
の
主
催
者
で
あ
る
世
田
谷
ボ
ロ
市
保

存
会
で
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
一
五
七
八
年
を
ボ
ロ
市
の
発
祥
元
年
と
し
、
そ
こ

か
ら
起
算
し
た
四
〇
〇
周
年
記
念
行
事
を
一
九
七
七
年
に
挙
行
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
北
条
氏
か
ら
世
田
谷
新
宿
に
対
し
て
出
さ
れ
た
そ
の
一
五
七
八
年
の
掟
書
と

は
、
旧
代
官
大
場
家
所
蔵
文
書
中
に
あ
る
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
図
1
）。

掟一
、
市
之
日
、
一
ヶ
月
、
一
日
、
六
日
、
十
一
日
、
十
六
日
、
廿
一
日
、
廿
六
日

一
、
押
買
狼
藉
堅
令
停
止
事

一
、
国
質
郷
質
不
可
取
之
事

一
、
喧
嘩
口
論
令
停
止
事

一
、
諸
役
一
切
不
可
有
之
事
、
已
上

右
為
樂
市
定
置
所
如
件

天
正
六
年
戊
寅
九
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
角
上
野
介　

奉
之

世
田
谷
新
宿

図 1　北条氏の楽市掟書　〔渡辺（校訂）, 1961：p.242〕
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文
書
に
は
「
福
寿
応
穏
」
の
印
文
で
知
ら
れ
る
北
条
氏
の
虎
朱
印
が
捺
さ
れ
て
お

り
、
北
条
氏
政
の
奉
行
で
御
馬
廻
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
山
角
上
野
介
の
署
名
が
見
ら

れ
る
。
こ
こ
に
あ
る
市
立
の
日
は
、
毎
月
一
の
日
と
六
の
日
の
六
日
（
一
日
・
六
日
・

一
一
日
・
一
六
日
・
二
一
日
・
二
六
日
）
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
一い

ち
ろ
く六

の

六
斎
市
の
形
が
取
ら
れ
て
い
て
、
当
時
は
定
期
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に

六
日
間
の
う
ち
の
一
六
日
の
市
の
み
が
師
走
に
残
さ
れ
て
、
近
世
期
の
歳
の
市
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
市
場
に
お
い
て
は
押
売
り
や
喧
嘩
口
論
、
国

質
・
郷
質
を
堅
く
禁
じ
た
と
あ
る
が
、
国
質
・
郷
質
と
い
う
の
は
所
質
と
も
い
い
、

出
店
商
人
が
本
国
在
所
で
作
っ
た
債
務
（
借
銭
・
借
米
）
を
、債
権
者
が
返
済
を
迫
っ

て
市
場
に
押
し
か
け
、
商
品
な
ど
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
を
い
っ
た
。
債
権
者
以
外

の
物
品
が
混
同
さ
れ
て
紛
議
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

ら
し
い
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
五
九　

一
八
一
頁
〕。
末
尾
に
あ
る
楽
市
と
は
、
も

ち
ろ
ん
織
田
信
長
以
来
の
楽
市
楽
座
を
い
っ
て
お
り
、
旧
来
の
座
商
人
に
よ
る
独
占

的
権
益
を
排
し
て
自
由
取
引
を
許
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
楽
市
の
文
献
上
の
初

見
は
、
一
五
四
九
年
（
天
文
一
八
年
）
に
お
け
る
近
江
佐
々
木
氏
の
観
音
寺
城
下
石

寺
町
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
以
降
は
東
海
諸
侯
の
間
に
も
し
だ
い
に
普
及
し

て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
〔
同　

一
八
一
頁
〕、
そ
の
動
き
は
二
九
年
後
の
武
蔵

国
の
世
田
谷
に
ま
で
波
及
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
市
立
の
公
許
の
な
さ
れ
た
こ
の
世
田
谷
新
宿
の
地
は
、
旧
来
の
地
域
の
中

心
的
集
落
で
あ
っ
た
世
田
谷
元
宿
（
本
宿
）
に
対
し
て
新
宿
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
元

宿
は
旧
領
主
で
足
利
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
吉
良
氏
の
城
下
町
（
い
わ
ゆ
る
世
田
谷
御

所
）
で
、
鎌
倉
街
道
の
宿
駅
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
〔
世
田
谷
区
教
育
委
員

会
（
編
）　

一
九
八
四　

二
七
八
頁
〕、
現
在
の
世
田
谷
区
役
所
付
近
が
そ
の
地
に
あ
た

る
と
い
う
。
新
宿
は
そ
の
元
宿
の
南
側
を
東
西
に
走
る
往
還
沿
い
に
形
成
さ
れ
た
街

村
で
、
近
世
に
は
そ
れ
が
東
寄
り
の
上
町
と
西
寄
り
の
下
町
と
に
分
か
れ
て
い
た
。

新
宿
の
集
落
内
を
横
断
す
る
往
還
が
矢
倉
沢
往
還
で
あ
っ
て
、
近
世
の
大
山
街
道
に

あ
た
る
（
図
2
～
3
）。
図
2
に
見
る
よ
う
に
、新
宿
の
街
村
の
町
並
み
は
食
い
違
っ

図 2　1881年（明治14年）の世田谷新宿周辺図
註）2万分の1迅速図より。
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図 3　旧町村の大字・字界図
註）下図は現在の市街図を重ねたもの。世田谷区（編），1976bによる。
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て
お
り
、
西
側
の
上
町
の
入
口
と
上
・
下
両
町
の
境
は
街
道
が
直
角
に
屈
曲
し
て
つ

な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
古
市
場
の
町
並
み
の
形
式
を
歴
然
と
残
す
も
の
で
あ

る
と
、
古
来
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
〔
高
橋　

一
九
七
一　

三
三
七
頁
・
世
田
谷

区
教
育
委
員
会
（
編
）　

一
九
六
八　

三
七
頁
〕、
関
東
各
地
の
古
い
都
市
に
は
こ
れ
に

近
い
Ｔ
字
型
に
屈
折
し
た
町
並
み
構
造
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
い
う
〔
世
田
谷

区
役
所
（
編
）　

一
九
五
一　

二
一
九
頁
〕。

吉
良
氏
が
北
条
氏
の
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
元
宿
は
衰
微
し
、
北
条

氏
の
勢
力
拡
大
と
と
も
に
そ
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
新
宿
が
、
地
域
の
新
た
な
拠
点
集

落
と
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（『
世
田
谷
区
史
料

集
』
所
収
）
に
も
、「
相
伝
フ
、
此
所
（
元
宿
）
ハ
昔
吉
良
氏
ノ
盛
ナ
リ
シ
比
、
城

下
町
ナ
リ
シ
ユ
ヘ
駅
家
ナ
ド
モ
有
シ
カ
バ
、
ソ
ノ
世
ニ
ハ
コ
ト
ニ
繁
栄
ノ
地
ナ
リ
。

ヨ
リ
テ
後
マ
デ
モ
本
宿
ナ
ド
ト
唱
ヘ
シ
カ
ド
、
ソ
レ
モ
今
ハ
知
ル
人
マ
レ
ナ
リ
ト

云
」
と
あ
る
。
同
書
に
は
さ
ら
に
、「
タ
ダ
今
モ
字
ニ
上
町
・
下
町
ナ
ド
云
処
ア
リ

テ
此
所
ハ
民
家
連
綿
セ
リ
」
と
あ
っ
て
、
新
宿
の
繁
栄
ぶ
り
は
近
世
期
に
も
変
わ
ら

な
い
。

世
田
谷
新
宿
の
発
展
は
、
ま
っ
た
く
矢
倉
沢
往
還
の
存
在
に
よ
る
も
の
な
の
で

あ
っ
て
、
北
条
氏
は
江
戸
と
小
田
原
と
を
結
ぶ
こ
の
街
道
ル
ー
ト
を
こ
と
の
ほ
か
重

視
し
、
そ
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
宿
駅
・
伝
馬
基
地
を
こ
こ
に
整
備
し
て
、
そ
こ

で
の
楽
市
の
振
興
を
は
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
五
九　

一
八
一
頁
〕。
関
東
制
覇
後
の
北
条
氏
は
、
岩
槻
・
川
越
・
江
戸
・
八
王
子
・
津
久 

井
・
小
机
・
玉
縄
な
ど
に
諸
支
城
を
築
き
、
そ
れ
ら
と
小
田
原
の
本
城
と
を
結
ぶ
相

武
貫
通
道
路
の
整
備
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
五
七
六
～

一
五
七
七
年
（
天
正
四
～
五
年
）
に
な
さ
れ
た
旧
江
戸
城
の
大
修
築
に
よ
っ
て
、
江

戸
・
小
田
原
間
の
交
通
路
の
戦
略
的
重
要
性
は
と
り
わ
け
高
ま
り
、
か
く
し
て
矢
倉

沢
往
還
筋
の
拠
点
的
宿
駅
と
し
て
の
世
田
谷
新
宿
の
経
済
的
振
興
が
は
か
ら
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
の
楽
市
の
成
立
の
背
景
因
に
は
、
そ

う
し
た
事
情
を
も
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
北
条
氏
以
前
の
時
代
、
旧
領
主
で

あ
っ
た
吉
良
頼
康
も
一
五
五
〇
年
（
天
文
一
九
年
）
に
、
現
在
の
神
奈
川
県
川
崎
市

内
に
あ
た
る
上
小
田
中
市
場
（
後
の
泉
澤
寺
門
前
の
施
餓
鬼
市
）
に
対
し
て
保
護
政

策
を
展
開
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
〔
下
山　

一
九
九
五　

二
一
～
二
六
頁
〕、
そ

れ
は
ま
だ
楽
市
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
七
六
ａ 

六
八
頁
〕、
北
条
氏
に
よ
る
世
田
谷
新
宿
の
市
の
発
展
は
、
新
た
な
時
代
の
到
来
を

告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

❷
近
世
期
に
お
け
る
市
町
時
代

北
条
氏
政
に
よ
る
楽
市
掟
書
が
出
さ
れ
て
か
ら
一
二
年
後
の
一
五
九
〇
年
（
天
正

一
八
年
）、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
征
伐
が
完
了
し
て
北
条
氏
の
領
国
支
配
は
瓦

解
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
さ
な
か
の
同
年
四
月
に
は
世
田
谷
一
二
ヶ
村
に
対
し

て
秀
吉
の
禁
制
状
が
す
で
に
出
さ
れ
て
い
る
。
楽
市
の
最
大
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
北

条
氏
が
没
落
し
た
後
の
近
世
期
に
は
、
世
田
谷
新
宿
の
市
も
し
だ
い
に
衰
亡
へ
の
道

を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
が
、
直
接
的
に
は
矢
倉
沢
往
還
と
世
田
谷
宿
の
重
要
性
が
失

わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
響
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
時
代
は
す
で
に
五
街

道
中
心
の
交
通
網
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
、
甲
州
道
中

や
東
海
道
の
宿
駅
整
備
が
進
む
と
と
も
に
、
旧
往
還
筋
の
交
通
需
要
が
奪
わ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
江
戸
の
市
街
地
の
膨
張
と
、
そ
こ
で
の
商
業
圏

の
拡
大
は
、
在
方
商
人
の
活
躍
の
余
地
を
も
失
わ
せ
て
い
っ
た
ら
し
い
〔
世
田
谷
区

立
郷
土
資
料
館
（
編
）　

一
九
八
七　

五
頁
〕。
か
く
し
て
世
田
谷
新
宿
の
市
は
衰
退
に

向
か
っ
て
い
っ
た
が
、『
四
神
地
名
録
』（『
世
田
谷
区
史
料
集
』
所
収
）
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
た
通
り
で
あ
っ
た
。

世
田
ヶ
谷
の
地
は
、
吉
良
う
し
の
時
は
城
下
の
市
中
に
て
、
荏
原
郡
・
多
磨
郡

の
う
ち
に
て
は
第
一
の
交
易
所
に
て
、
商
人
も
数
多
有
り
て
は
ん
じ
ゃ
ふ
の
所

な
り
し
に
、
吉
良
家
没
落
し
、
且
江
戸
の
地
、
御
在
城
と
な
り
し
よ
り
自
然
と

衰お
と
ろへ

、
商
人
の
分
は
江
戸
へ
所
を
か
へ
し
故
に
、
今
の
こ
と
き
辺へ

ん
ひ鄙

の
僻
地
と
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な
り
し
事
と
云
々
。

と
は
い
え
、
世
田
谷
新
宿
の
市
が
完
全
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
月
に
六
度
の
市
が
一
度
に
減
ら
さ
れ
、
ま
ず
は
一
ヶ
月
周
期
の
定
期
市
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
つ
ま
り
六
斎
市
の
市
日
の
う
ち
の

一
日
、
月
の
一
六
日
の
市
の
み
が
当
初
は
残
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
つ
い
に

は
そ
れ
も
衰
微
し
て
年
に
一
度
の
師
走
の
歳
末
市
と
な
り
、
そ
れ
が
近
現
代
期
に
ま

で
残
存
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
定
期
市
が
季
節
市
に
転
化
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
市
立
日
も
か
つ
て
の
一
六
日
か
ら
旧
暦
満
月
の
物

日
に
あ
た
る
前
日
の
一
五
日
へ
と
変
更
さ
れ
、
結
果
的
に
一
二
月
一
五
日
の
歳
末
市

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
地
方
で
は
一
二
月
一
三
日
に
年
末
の

煤
払
い
（
大
掃
除
）
が
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
〔
渡
辺　

一
九
五
二　

四
頁
〕、
そ
の
二
日
後
に
あ
た
る
一
五
日
が
、
歳
の
市
の
日
取
り
と
し
て
ふ
さ
わ
し

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
地
元
の
世
田
谷
で
は
、
こ
の
歳
の

市
の
こ
と
を
俗
に
「
市い

ち
ま
ち町

」
と
呼
び
な
ら
わ
す
よ
う
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
間

の
経
過
に
つ
い
て
は
、次
に
掲
げ
る
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（『
世
田
谷
区
史
料
集
』

所
収
）
の
記
述
が
、
よ
く
説
明
し
て
い
る
。

古
ハ
毎
月
一
六
日
ノ
日
ニ
市
ア
リ
シ
ヨ
シ
。
荏
原
郡
・
多
磨
郡
ノ
内
ニ
テ
ハ
第

一
ノ
交
易
ノ
所
ナ
リ
シ
カ
バ
、
商
人
モ
多
ア
ツ
マ
リ
テ
、
コ
ト
ニ
賑
ヘ
リ
。
北

条
家
ヨ
リ
下
セ
シ
市
ノ
免
状
ト
云
モ
ノ
今
モ
井
伊
家
ノ
家
人
伝
ヘ
タ
リ
（
中

略
）。
ソ
レ
モ
御
入
国
ノ
後
ハ
次
第
ニ
衰
ヘ
テ
、
イ
ツ
ノ
比
ヨ
リ
カ
年
ニ
一
度

ヅ
ツ
市
タ
テ
リ
。
此
日
ハ
商
売
サ
マ
ザ
マ
ア
キ
モ
ノ
ヲ
持
出
、
近
郷
ノ
人
ツ
ド

ヒ
テ
賑
ヘ
リ
。

さ
ら
に
、
市
町
の
直
接
的
な
管
理
者
で
あ
っ
た
新
宿
の
大
場
代
官
家
の
一
〇
代
当

主
で
、名
代
官
と
し
て
も
知
ら
れ
る
大
場
弥
十
郎
景
運
が
一
八
〇
一
年（
享
和
元
年
）

に
ま
と
め
た
記
録
、『
世
田
谷
勤
事
録
』
に
も
先
の
北
条
氏
の
掟
書
に
添
え
て
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
〔
渡
辺
（
校
訂
）　 

一
九
六
一
〕。

天
正
之
頃
、関
八
州
領
主
相
模
国
小
田
原
城
主
北
条
氏
政
之
御
朱
印
之
由
、代
々

申
伝
。
昔
は
如
此
、
世
田
谷
上
下
宿
市
町
ニ
而
月
次
六
度
ツ
ツ
市
立
候
由
。
尤

吉
良
家
在
城
之
節
乎
。
厥
后
東
照
神
君
江
戸
ニ
御
在
城
ニ
相
成
候
故
、
爰
辺
大

都
近
郷
因
茲
都
鄙
用
弁
足
、
東
都
以
後
自
然
ト
市
町
止
。
雖
然
年
々
至
十
二
月

十
五
日
、
上
下
宿
隔
年
ニ
市
町
立
、
尓
に
今
繁
盛
右
之
所
以
乎
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
六
斎
市
の
衰
亡
と
歳
の
市
へ
の
変
化
は
家
康
入
国
の
頃
、
す

な
わ
ち
一
七
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
以
前
は
荏
原
郡
・
多
摩
郡

内
第
一
の
交
易
の
場
で
、
繁
華
を
き
わ
め
て
い
た
と
い
う
。
一
六
三
三
年
（
寛
永

一
〇
年
）
に
世
田
谷
周
辺
一
五
ヶ
村
（
後
に
二
〇
ヶ
村
）
が
彦
根
藩
領
と
な
っ
て
か

ら
は
、
市
は
井
伊
家
の
代
官
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
来
、
そ
の
歳
の

市
は
新
宿
を
上
町
（
上
宿
）・
下
町
（
下
宿
）
と
に
分
け
、
双
方
で
毎
年
の
市
立
の

場
所
を
隔
年
交
替
す
る
よ
う
に
な
り
、
代
官
に
よ
る
見
廻
り
の
巡
視
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
も
、『
世
田
谷
勤
事
録
』
の
一
八
〇
一

年
（
享
和
元
年
）
の
記
載
に
く
わ
し
く
描
写
さ
れ
て
い
て
、以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

世
田
谷
市
町
之
記

一
、十
二
月
十
一
二
日
頃
、
当
市
町
年
番
宿
へ
使
申
付
候
而
桜
田
御
賄
方
へ
届

文
。
半
切
認
メ
切
封
之
。

以
書
付
申
上
候
。
然
は
例
年
之
通
来
ル
十
五
日
、
世
田
ヶ
谷
宿
ニ
市
町
場
立
申

候
ニ
付
、
此
段
御
届
申
上
候
。
且
又
見
廻
り
之
義
、
御
屋
敷
よ
り
御
役
人
衆
御

差
越
被
成
候
哉
、
例
年
之
通
拙
者
共
相
勤
可
申
哉
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上
。

　

午
十
二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
居
一
郎
兵
衛
・
大
場
弥
十
郎

さ
く
ら
田
御
賄
方
様

右
之
趣
以
使
差
出
候
処
御
家
老
中
へ
相
伺
、
従
是
可
及
返
事
申
来
ル
。
其
節
即

刻
返
事
申
来
ル
事
有
。
又
者
十
三
四
日
頃
、
例
之
通
各
方
可
相
勤
、
申
越
候
儀

も
有
之
。

市
町
済
届
文

以
書
付
申
上
候
。
然
は
此
間
御
届
申
上
候
世
田
谷
宿
市
町
之
義
、
昨
十
五
日
拙

者
共
見
廻
り
相
勤
、
無
滞
相
済
申
候
。
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上
。
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午
十
二
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
人
名

さ
く
ら
田
御
賄
方
様

市
見
廻
り
動
向

十
二
月
十
五
日
世
田
谷
上
下
両
宿
市
町
隔
年
ニ
行
之
事
。
朝
四
ツ
頃
よ
り
召
連

候
者
共
大
場
弥
十
郎
宅
江
相
揃
置
、
例
年
世
田
谷
名
主
壱
人
、
上
町
市
町
之
節

下
町
名
主
・
年
寄
出
勤
之
、
下
町
市
町
年
は
上
町
名
主
・
年
寄
出
勤
ニ
て
可
致
、

寛
政
十
午
年
申
渡
之
以
後
定
ル
。
弦
巻
村
年
寄
・
新
町
村
年
寄
、
尤
名
主
有
之

候
得
は
名
主
出
勤
。
世
田
谷
村
よ
り
人
足
四
人
、
是
又
鳶
口
・
棒
為
持
、
前
後

ニ
立
召
連
ル
。
寛
政
七
卯
迄
右
四
人
之
人
足
之
外
ニ
町
廻
り
と
号
し
て
四
人
ツ

ツ
別
段
人
足
出
之
候
得
共
、
同
年
よ
り
此
人
足
之
分
相
止
メ
、
常
時
は
名
主
方

ニ
詰
置
、
非
常
之
用
制
之
旨
也
。
卯
年
迄
は
人
足
八
人
大
場
弥
十
郎
方
召
呼
候

而
、
無
益
之
扶
持
費
候
故
已
後
止
四
人
而
已
、
此
外
ニ
刀
指
壱
人
・
草
履
取
壱

人
村
方
よ
り
出
之
、
右
両
人
ニ
は
法
皮
着
之
連
ル
。
御
代
官
両
人
着
服
火
事
羽

織
・
野
袴
・
陣
笠
着
之
出
ル
。畢
竟
市
町
火
之
元
見
廻
り
歟
、従
先
々
之
例
格
也
。

一
、
右
見
廻
り
ニ
出
候
節
、
鳶
口
弐
本
・
棒
弐
本
、
外
ニ
享
和
元
酉
十
二
月
上

町
市
町
番
之
年
よ
り
鉄
棒
弐
本
村
方
ニ
而
拵
之
、
十
四
日
夜
十
五
日
同
夕
迄
も

曳
之
。村
方
へ
火
之
元
改
歩
行
、自
分
共
見
廻
り
之
節
先
へ
鉄
棒
持
行
。烈（
列
）

行
次
第
。

四
人
之
内
御
代

人
足
鼡

人
足
四
人

人
足
官
所
出
人
足
法
皮

法
皮

之
内
法
皮
世
田
谷
世
田
谷

鉄
棒
・
鳶
口
・
大
場
・

刀
指
・
草
履
取
・
棒
・

名
主
・
年
寄
・
人
足

一
、

四
人
之
内

人
足
柿

人
足
四
人

人
足
右
同

法
皮

之
内
法
皮
弦
巻

新
町

同
・
鳶
口
・
荒
居
・

刀
指
・
草
履
取
・
棒
・

名
主
・
年
寄
・
人
足

以
上
。

右
之
次
第
、
大
方
如
此
。

一
、  

上
町
之
年
は
下
町
境
横
宿
へ
入
口
辺
迄
、
上

之
方
は
馬
喰
宿
横
町
入
口
地
蔵
前
、
又
は
仙

蔵
院
先
角
迄
。

一
、  

下
町
年
は
下
之
方
若
林
村
百
姓
家
前
辺
迄
、

上
之
方
は
大
場
弥
十
郎
宅
よ
り
往
返
ニ
勤

之
。

一
、 

下
町
番
年
は
名
主
政
右
衛
門
方
江
立
寄
。

一
、  

上
町
番
年
は
大
場
弥
十
郎
方
へ
荒
居
一
郎
兵

衛
も
罷
出
ル
。
尤
同
役
は
上
下
町
共
ニ
自
分

方
へ
罷
越
。

冒
頭
の
届
文
は
、
代
官
か
ら
江
戸
桜
田
の
井
伊
家
藩

邸
に
、
市
立
直
前
の
一
二
月
一
一
～
一
二
日
頃
に
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
届
出
書
の
文
案
で
、
例
年
通

り
の
見
廻
り
を
す
べ
き
か
否
か
の
伺
い
を
立
て
て
い

る
。『
公
私
世
田
谷
年
代
記
』（『
世
田
谷
区
史
料
集
』

所
収
）
の
一
八
二
五
年
（
文
政
八
年
）
の
記
録
に
は
、

「
世
田
谷
市
町
之
儀
、
昔
よ
り
之
例
ニ
而
十
二
月
十
五

日
致
候
處
、
御
届
ニ
而
相
濟
來
リ
候
得
共
、
近
年
御
賄

江
見
左
内
殿
前
廉
伺
可
申
御
申
渡
ニ
付
、
先
例
申
立
候

而
茂
中
々
不
聞
入
故
、
其
意
ニ
成
。
右
之
趣
佐
野
御
奉

行
吉
川
軍
次
郎
殿
へ
申
上
候
處
、
伺
ニ
不
及
、
届
書
ニ

而
以
來
可
勤
御
申
渡
ニ
付
、
夫
よ
り
後
如
古
例
届
ニ
致

ス
」
と
あ
り
、
市
町
の
届
出
制
・
許
認
可
制
に
は
多
少

の
変
遷
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
市
町
の
代
官
見
廻

り
に
あ
た
っ
て
は
、
届
出
・
報
告
義
務
が
代
官
に
課
せ

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
見
廻
り
行
列
は
一
大
セ
レ
モ
ニ
ー

で
あ
っ
て
、
鉄
棒
・
鳶
口
・
代
官
（
大
場
家
と
荒
居
家

●金棒　●鳶口人足　●大場代官（火事羽　●刀指人足　●草履取　●六尺棒　●世田谷村　●世田谷村　●人足

　人足　　（法被）　　織・野袴・陣笠）　　　（鼠色法被）　　　　　　（法被）　　 名主　　　　年寄

●金棒　●鳶口人足　●荒居代官（火事羽　●刀指人足　●草履取　●六尺棒　●弦巻村　　●新町年寄　●人足

　人足　　（法被）　　織・野袴・陣笠）　　　（柿色法被）　　　　　　（法被）　　 名主　　　　

図 4　代官による市町見廻行列の構成

註）世田谷区教育委員会（編）,1984:p.217、世田谷区立郷土資料館（編）,1998:p.6などを改編して示す。
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当
主
の
二
名
）・
刀
指
・
草
履
取
・
棒
・
名
主
・
年
寄
・
人
足
の
順
で
威
儀
を
た
だ 

し
、
二
列
に
な
っ
て
行
列
行
進
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
、
図
4
に
示
す
通
り
で

あ
っ
た
。
代
官
は
二
人
お
り
、
新
宿
の
大
場
家
と
荒
居
家
の
当
主
が
つ
と
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
後
尾
に
つ
く
世
田
谷
村
・
弦
巻
村
・
新
宿
の
農
民
代
表
の
う
ち
、

新
宿
に
つ
い
て
は
上
町
開
催
の
場
合
は
下
宿
の
、
下
宿
開
催
の
場
合
は
上
町
の
名
主

と
年
寄
と
が
、
居
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
あ
る
。
代
官
が
二
人
い
る
理
由
は
、

一
七
三
九
年
（
元
文
四
年
）
に
年
貢
米
未
納
の
か
ど
で
本
家
大
場
家
当
主
が
代
官
職

を
免
職
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、以
来
複
数
代
官
制
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る〔
渡

辺
（
校
訂
）　

一
九
六
一　

八
頁
〕。

市
町
の
歴
史
を
見
て
い
く
う
え
で
、
こ
の
大
場
代
官
家
の
存
在
は
き
わ
め
て
重
要

で
あ
ろ
う
。
近
世
の
市
は
代
官
家
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
大

場
家
の
家
屋
敷
は
今
も
上
町
に
現
存
し
、
東
京
都
内
に
残
る
唯
一
の
代
官
屋
敷
と
し

て
都
指
定
史
跡
に
も
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
通
商
ボ
ロ
市
通
り
は
そ
の
屋
敷
前
の
道

路
を
い
い
、
そ
こ
を
中
心
に
露
店
が
立
ち
並
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
代
官
屋
敷

は
ボ
ロ
市
の
中
心
的
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
大
場
家
の
遠
祖
は
大
庭
景
親
と
い

い
、
子
孫
は
世
田
谷
吉
良
氏
に
代
々
仕
え
て
い
た
が
、
吉
良
四
天
王
の
一
人
に
数
え

ら
れ
た
大
場
越
後
守
信
久
を
そ
の
初
代
と
し
て
い
る
。
信
久
は
北
条
氏
が
新
宿
を
開

い
た
頃
に
元
宿
か
ら
新
宿
へ
と
居
宅
を
移
し
て
い
る
か
ら
、
六
斎
市
の
管
理
者
を
ま

か
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
以
来
、
大
場
家
当
主
は
代
々
、
代
官
職

を
世
襲
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
世
田
谷
村
の
名
主
役
・
問
屋
役
を
も

兼
務
し
て
お
り
、
時
に
は
用
賀
村
・
宇
奈
根
村
の
名
主
が
大
場
家
当
主
と
と
も
に
代

官
職
に
就
く
こ
と
も
見
ら
れ
、
先
述
の
よ
う
に
幕
末
期
に
は
大
場
・
荒
居
両
家
が
維

新
時
に
至
る
ま
で
、
二
人
代
官
制
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
代
官
と

は
い
っ
て
も
、
い
わ
ば
そ
れ
は
百
姓
代
官
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
屋
敷
地
も
公
的
な

陣
屋
で
は
な
く
、
代
官
の
私
邸
を
代
官
屋
敷
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の

一
〇
代
当
主
弥
十
郎
も
名
代
官
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
一
代
士
分
を

与
え
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
大
場
弥
十
郎
は
、
大
場
家
の
こ
と
細
か
な
年
中
行
事
の
し
き
た
り
を
実
に
く

わ
し
く
記
述
し
た
『
家
例
年
中
行
事
』
と
い
う
史
料
を
、一
八
〇
九
年
（
文
化
六
年
）

に
残
し
て
お
り
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
の
手
で
口
語
訳
本
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が

〔
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
）　

一
九
八
六
〕、
市
町
の
運
営
に
関
す
る
諸
注
意
や

買
物
品
一
覧
な
ど
も
詳
細
に
記
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
子
孫
の
た
め
に
書
き
残
さ
れ

た
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
大
変
重
要
な
史
料
で
あ
る
の
で
、
市
町

に
つ
い
て
の
部
分
の
み
、
以
下
に
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

十
四
日

一
、  

雨
天
之
頃
、土
地
濕
リ
有
之
候
ハ
バ
、表
垣
根
通
リ
江
落
葉
葛
鋪
セ
可
申
、

市
町
商
人
江
筵
借
（
貸
）
候
ニ
損
多
出
來
、
尤
隔
年
也
。

一
、  

筵
員
數
改
置
可
申
、
凡
三
拾
五
枚
。
數
不
足
ニ
候
ハ
バ
、
山
荷
新
敷
む
し

ろ
取
候
共
、
外
ニ
而
借
間
合
候
共
、
覺
悟
致
置
事
（
中
略
）。

十
五
日

一
、  

居
屋
鋪
前
垣
根
通
リ
、
市
商
人
置
筵
壹
枚
宛
か
し
、
地
代
共
ニ
壹
人
百
文

づ
つ
取
之
。

一
、  

戸
板
壹
枚
附
か
し
候
得
者
、
戸
板
・
筵
・
地
代
共
百
貮
拾
四
文
づ
つ
取
。

宿
中
同
斷
。
食
事
無
構
。

一
、  

表
門
口
貮
間
茂
通
行
明
置
、
潜
り
戸
も
立
、
門
左
右
共
横
敷
ニ
筵
數
借

（
貸
）。

一
、  

晴
雨
ニ
不
拘
、
門
内
江
者
、
商
人
一
人
茂
不
入
。
但
、
宿
中
庭
荷
有
之
庭

商
多
有
之
候
得
共
、
自
分
方
庭
荷
・
山
荷
一
向
不
入
門
内
、
商
ひ
一
切
停

止
之
。
雨
天
之
節
、
門
内
雨
落
内
ニ
置
候
儀
、
壹
兩
人
茂
願
出
候
得
者
、

置
候
事
有
之
候
得
共
、
以
来
門
内
へ
不
入
。

一
、  

地
代
錢
晝
頃
ニ
至
候
ハ
バ
、
無
用
捨
可
取
之
。
但
、
不
届
之
商
人
有
之
節

ハ
、
晝
過
頃
迄
多
分
商
ひ
荷
少
ニ
成
候
得
者
、
地
代
之
益
可
省
、
少
し
之

荷
擔
ひ
逃
去
候
類
、
間
々
有
之
。
依
而
晝
ニ
成
候
ハ
バ
、
直
ニ
兩
三
人
づ

つ
も
家
來
出
し
、
可
爲
受
取
事
。
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一
、  

馬
喰
宿
・
横
宿
、
畑
廻
リ
並
居
候
商
人
之
地
代
錢
、
敷
物
不
貸
候
ニ
付
、

四
拾
八
文
づ
つ
請
取
。
商
ひ
無
之
、
錢
取
レ
不
申
由
斷
申
由
候
ハ
バ
、
商

ひ
品
何
成
共
可
取
例
。
但
、
是
等
之
場
所
、
場
は
づ
れ
ニ
付
、
飴
賣
・
人

參
賣
類
之
も
の
多
居
候
ニ
付
、
一
入
地
代
急
ギ
可
爲
取
。

市
買
物

一
、  
神
の
膳
、
十
膳
。

一
、  
神
酒
の
口
、
貮
對
。

一
、  

飾
り
紙
、
半
紙
也
。
三
帖
。

一
、  

山
お
し
き
、
貮
枚
。
元
五
枚
、
寛
政
八
卯
よ
り
減
ズ
。

一
、  

赤
い
わ
し
、
十
○
（
把
）。
元
十
五
、
右
同
斷
。

一
、  

田
作
、
壹
升
。
有
合
候
得
者
不
調
。

一
、  

餝
（
飾
）
り
筵
、
貮
枚
。

一
、  

若
水
手
桶
、
壹
。
寛
政
八
卯
よ
り
旧
年
分
貯
仕
置
用
ニ
成
、
不
斷
遣
手
桶

不
足
之
義
ハ
い
づ
れ
暮
ニ
調
。

一
、  

庖
丁
、
壹
挺
。
右
同
斷
。

一
、  

箕
、
貮
ツ
。
農
作
減
ジ
候
ニ
付
、
一
枚
ヅ
ツ
調
候
得
共
、
旧
年
分
新
敷
、

間
合
候
得
者
不
調
用
之
。

一
、  

菅
生
ざ
る
、
貮
ツ
。
右
同
斷
。

一
、  

芋
振
ざ
る
、
壹
。
右
同
斷
。

一
、  

ひ
し
ゃ
く
、
三
本
。
桐
大
び
し
ゃ
く
一
本
、
同
中
壹
本
、
竹
茶
び
し
ゃ
く

壹
本
、
右
同
斷
。

一
、  

汁
酌
子
、
三
本
。
貝
杓
子
貮
本
、
木
お
玉
杓
子
壹
本
、
有
合
候
得
者
不
調
。

一
、  

鐡
火
箸
、
壹
膳
。
有
合
新
敷
候
得
者
用
之
。

一
、  

火
打
石
鎌
共
壹
組
。
同
斷
。

一
、  

か
ま
す
、
壹
駄
貮
ツ
。
間
合
居
候
バ
不
調
。

一
、  

と
う
し
ん
（
燈
心
）、
小
壹
把
。

一
、  

附
木
、
大
壹
把
。

一
、  

ね
ぎ
、
中
貮
手
。
元
日
よ
り
三
日
迄
引
渡
ニ
用
。

一
、  

茶
せ
ん
、
貮
本
。
是
ハ
淺
草
觀
音
市
之
外
ニ
商
人
無
之
歟
。

右
書
面
之
品
々
、
定
式
吉
例
調
物
也
。
雖
然
可
随
時
宜
歟
。
但
、
寛
政
九
辰
年

よ
り
間
合
候
品
者
用
之
、
減
じ
方
致
、
調
物
也
。

一
、  

半
紙
、十
状（
帖
）。
随
分
下
直
之
品
ニ
而
。
右
者
年
始
・
歳
暮
贈
リ
物
包
、

鏡
餅
下
敷
、
神
佛
ヘ
備
ル
餅
敷
紙
、
都
而
年
玉
物
包
紙
、
正
月
中
出
家
・

山
伏
・
神
子
・
巫
抔
捻
リ
包
紙
等
ニ
可
成
。
市
町
ニ
有
之
品
。

正
月
規
式
ニ
入
用
品
、
當
月
中
可
調
置
品
如
左
。

一
、  

神
前
い
な
だ
、
壹
掛
。

一
、  

伊
勢
海
老
、
壹
ツ
。

一
、  

橙
、
壹
ツ
。

一
、  

榧
の
實
、
少
。
元
三
合
。

一
、  

勝
栗
、
少
。
元
壹
合
。

一
、  

飾
り
物
、
壹
飾
リ
分
。
根
松
・
う
ら
白
・
藪
か
う
じ
・
ゆ
ず
り
葉
・
本
田

わ
ら
・
と
う
ろ
。
代
凡
十
六
文
位
。
右
之
品
喰
摘
江
計
用
。
故
ニ
壹
飾
分
、

少
ニ
而
間
合
。
神
佛
并
門
飾
リ
ニ
一
切
不
用
。

一
、  

盬
く
じ
ら
、
貮
百
匁
。
有
合
候
得
者
用
之
、
不
調
。

一
、  

數
の
子
、
五
合
。
右
同
斷
。

一
、  

刻
昆
布
。

一
、  

染
付
茶
碗
、
貮
ツ
。
旧
年
分
貯
置
用
之
、
寛
政
九
辰
年
よ
り
。
但
、
壹
ツ

十
八
文
位
。

一
、  

薄
縁
、
貮
枚
。
皆
止
、
寛
政
八
よ
り
。

右
之
通
年
始
入
用
之
品
、
極
月
中
心
附
、
不
足
之
品
々
調
可
申
。
右
合
之
分
用

候
茂
、節
儉
之
筋
、却
而
子
孫
永
久
相
續
之
基
歟
。
何
レ
茂
時
宜
に
随
ふ
べ
し
。

一
、  

半
紙
、
壹
〆
。

一
、  
上
田
、
壹
〆
。

一
、  
ち
り
紙
、
三
束
。
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一
、  

丈
永
、
拾
六
枚
。

一
、  

半
切
、
千
枚
。
内
、
日
向
半
切
貮
百
枚
、
粘
入
半
切
三
百
枚
、
鼠
漉
返
し

半
切
五
百
枚
。

一
、  

水
引
、
五
拾
束
。
寛
政
九
辰
年
よ
り
相
止
メ
、
靑
赤
拾
把
ニ
調
。
年
徳
神

其
外
神
用
。
内
弐
十
把
紅
白
、
三
十
把
靑
赤
。

一
、  
粘
入
紙
、
貮
帖
。
右
諸
紙
類
有
合
間
ニ
合
候
得
者
不
調
。
寛
政
八
辰
年
よ

り
省
略
之
。

一
、  

衣
類
・
絹
木
綿
・
家
來
男
女
仕
着
物
・
反
物
類
・
手
拭
地
、
出
入
平
生
遣

リ
候
者
共
ヘ
歳
暮
、
或
者
年
男
遣
し
候
品
・
馬
道
具
ニ
用
候
類
・
下
帯
地

迄
調
候
事
。
近
年
糀
町
五
丁
め
岩
城
升
屋
ニ
而
調
之
。

一
、  

足
袋
・
下
駄
・
足
駄
・
雪
駄
・
草
履
・
傘
類
。
上
下
之
分
共
入
用
見
繕
調

候
事
。
尤
随
其
時
ニ
而
、
音
信
之
品
も
有
之
者
、
同
然
（
以
下
略
）。

冒
頭
部
分
に
は
市
立
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
日
の

一
二
月
一
四
日
の
準
備
と
し
て
、
雨
あ
が
り
の
場
合
、
代
官
屋
敷
前
の
通
り
が
ぬ
か

る
ん
で
い
る
の
で
、
落
葉
な
ど
を
敷
い
て
お
く
よ
う
に
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
は
出
店
商
人
の
た
め
の
配
慮
で
は
な
く
し
て
、
彼
ら
に
貸
与
す
る
筵
が
汚
れ

な
い
た
め
の
処
置
な
の
で
あ
っ
て
、
代
官
家
で
は
三
五
枚
ほ
ど
の
筵
を
用
意
し
、
彼

ら
に
そ
れ
を
賃
貸
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
筵
の
貸
賃
は
、
地
代
（
場
所
代
）
と 

込
み
で
一
人
一
〇
〇
文
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
店
棚
用
の
戸
板
を
付
け
れ
ば
計

一
二
四
文
と
な
っ
た
。
し
か
し
商
人
の
中
に
は
、
こ
れ
を
支
払
わ
ず
に
逃
亡
す
る
者

も
い
た
の
で
、
昼
頃
に
な
っ
た
な
ら
ば
家
来
を
差
し
向
け
て
容
赦
な
く
徴
集
せ
よ
、

特
に
筵
を
貸
与
し
て
い
な
い
馬
喰
宿
・
横
宿
な
ど
の
縁
辺
部
に
出
店
し
て
い
る
飴
売

り
・
人
参
売
り
（
薬
売
り
）
な
ど
の
商
人
か
ら
は
、
地
代
の
み
四
八
文
づ
つ
を
取
り

立
て
る
が
、
売
れ
行
き
が
悪
い
と
そ
れ
を
支
払
わ
ず
に
逃
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
大
急
ぎ
で
取
り
立
て
よ
、
と
弥
十
郎
は
指
示
し
て
い
る
。
一
八
一
一
年
（
文
化
八

年
）
の
上
宿
の
市
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
時
の
大
場
家
の
地
代
収
入
は
計
四
貫
四
八

文
（
表
門
前
三
貫
三
四
八
文
・
馬
喰
宿
の
持
畑
前
六
〇
〇
文
・
横
宿
一
〇
〇
文
）
と

な
っ
て
い
た
〔
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
）　

一
九
八
八　

四
頁
〕。

一
五
日
の
後
段
部
分
に
は
、
大
場
家
自
身
が
正
月
を
迎
え
る
た
め
に
市
町
で
買
い

揃
え
る
べ
き
品
々
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
て
、
当

時
の
正
月
準
備
習
俗
の
実
態
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
活
物
資

類
の
数
々
が
、
こ
こ
に
は
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
市
町
で
購
入

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、神
の
膳
・

神
酒
の
口
・
飾
り
紙
・
山
折
敷
・
飾
り
筵
・
若
水
手
桶
な
ど
の
神
具
類
や
、
赤
い
わ

し
・
田
作
り
・
葱
な
ど
の
食
品
類
、
庖
丁
・
箕
・
菅
生
ざ
る
・
芋
振
ざ
る
・
柄
杓
・

汁
酌
子
・
鉄
火
箸
・
火
打
石
お
よ
び
火
打
鎌
・
叺
・
燈
心
・
附
木
・
茶
筅
な
ど
の
生

活
用
具
類
に
関
し
て
は
、「
市
買
物
」
の
リ
ス
ト
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
市
町

で
調
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
市
の
管
理
者
で
あ
っ
た
大
場
家
そ
の

も
の
も
ま
た
、
市
で
の
買
物
客
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
市
町
が
歳
の
市
で
あ
っ

た
以
上
、
正
月
を
迎
え
る
た
め
の
こ
う
し
た
実
に
こ
ま
ご
ま
と
し
た
多
種
類
の
物
資

類
が
、
手
広
く
そ
こ
で
取
引
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
行
け
ば
何
で
も
必
要
な
物
を
買

い
揃
え
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
大
場
家
の
よ
う
な
支
配
層
ク
ラ

ス
の
家
例
年
中
行
事
記
録
は
近
隣
地
域
に
も
残
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
上
野
毛
村

の
名
主
家
文
書（
田
中
家
文
書　
『
世
田
谷
区
史
料
集
』所
収
）に
も
一
八
四
二
年（
天

保
一
三
年
）
の
年
中
行
事
帳
が
あ
っ
て
、
一
二
月
一
五
日
の
項
に
「
世
田
谷
村
市
江

罷
参
り
申
候
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
市
町
で
正
月
準
備
の
た
め
の

買
物
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
て
例
年
の
市
町
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
大
場
代
官
家
の
日
記
記
録
に
も
断
片
的

に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、こ
れ
に
つ
い
て
も
次
に
見
て
み
よ
う
。
弥
十
郎（
景
運
）・

隼
之
介
（
景
長
）・
与
一
（
景
福
）・
弘
之
介
（
弘
）
の
四
代
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が

れ
て
き
た
大
場
家
の
公
務
日
記
が
い
わ
ゆ
る
『
代
官
日
記
』
で
、
一
八
五
六
年
（
安

政
三
年
）
以
来
の
出
来
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
二
代
当
主
与
一
の
妻
で

あ
っ
た
大
場
美
佐
も
、
女
性
の
視
点
か
ら
す
る
貴
重
な
日
記
を
残
し
て
お
り
、
よ
く

知
ら
れ
た
『
大
場
美
佐
日
記
』
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
両
日
記
に
記
さ
れ
た
市
町
の
実
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表 1　近世末期における市の実態

年 市立日および記載内容
1856 年（安政 3 年）12/15　多和田久平来ル、例之通市町廻候事、尤届之儀は久平承知致居候事［代］。
1860 年（安政 7 年）12/15　市ニ付例之通赤飯こしらへにしめ付村々より参り候者へ出し、（中略）お春・長蔵手伝ニ

来ル［美］。
1861 年（万延 2 年）12/15　例年之通り赤飯・煮物拵村々より来ル者へ出ス事［美］。
1862 年（文久 2 年）12/15　例之通市有。御時節柄ゆへ見廻りなし［美］。
1863 年（文久 3 年）12/15　例年之通り市町立候事、赤飯拵候事。村々役人来ル。御廻りハ御壱人ニて被成候事。（中

略）御上やしきへ市届ニ米次郎使ニ遣ス［美］。
1864 年（文久 4 年）12/15　例年之通市町立候。広田氏病気ニ付見廻出郷無し。御壱人ニて廻候事。村々役人来ル［美］。
1865 年（慶応元年）12/15　例之通市町見廻稽古人召連廻ル。同役風痛ニ而不参候事［代］。例年通市町有、見廻りニ

鉄炮人出ル事［美］。
12/16　内々ニ而市町有之候事、大蔵村市郎乎呼出御免申渡ス［代］。市町雨天ニ付、内々ニて致
ス。家人共逗留致ス［美］。

1867 年（慶応 3 年）12/15　村々役人共市町江参り来ル。（中略）明日市済之届ケ差出呉候様申遣ス。宗八来る。雨天
ニ付日延致度一同申居候間御承知被下候様申来る。内々ニ而売途（余カ）りを売候趣ニ而致候様、
表立候而は不相成旨申付る［代］。

1868 年（慶応 4 年）12/15　例年之通市町相立候ニ付四ツ半過見廻リ出ル。尤横川不来、供人足は棒持四人・鉄棒弐人・
供壱人、役人久次郎・佐太郎・鋭太郎・積八、道案内三之介・野良田村力蔵・等々力村紋蔵［代］。

態
に
関
す
る
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
て
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

『
代
官
日
記
』（『
世
田
谷
区
史
料
集
』
所
収
）
に
見
え
る
市
町
の
記
録
の
初
出
は
、

一
八
五
六
年
（
安
政
三
年
）
一
二
月
一
五
日
の
記
事
で
あ
る
が
、
代
官
に
よ
る
見
廻

行
列
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
「
例
年
之
通
当
十
五
日
世
田
谷
市
町

相
立
候
ニ
付
、
拙
者
共
見
廻
相
勤
無
滞
相
済
申
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
已
上
、

十
二
月
、
御
代
官
中
、
佐
野
御
奉
行
衆
中
」
と
の
別
紙
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
奉
行

所
に
提
出
し
た
見
廻
り
の
報
告
書
控
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
八
六
五
・
一
八
六
七
年（
慶

応
元
・
三
年
）
の
場
合
は
、
翌
日
の
一
二
月
一
六
日
に
も
非
公
式
に
市
が
開
か
れ
て

い
る
が
、
一
五
日
が
雨
天
で
あ
っ
た
た
め
に
売
り
上
げ
も
あ
が
ら
ず
、
市
立
が
延
長

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
翌
一
六
日
に
も
な
さ
れ
た
内
々
の
小
規
模
な

残
り
物
市
の
こ
と
を
「
半
市
」・「
残
り
市
」
と
称
し
て
い
た
が
、
二
日
間
連
続
で
市

が
立
っ
た
例
は
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
現
行
の
ボ
ロ
市
と
ま
っ

た
く
同
じ
日
程
で
、
そ
れ
が
初
め
て
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
一
八
六
五
年

（
慶
応
元
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
一
八
六
五
年
の
市
町
見
廻
に
は
初
め
て
鉄

炮
人
（
砲
術
稽
古
人
）
が
行
列
に
く
わ
わ
り
、
威
容
を
誇
示
し
た
と
あ
る
が
、
村
方

の
治
安
維
持
の
た
め
、
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
以
来
組
織
さ
れ
て
い
た
農
兵 

隊
で
あ
っ
て
、
そ
の
砲
術
稽
古
場
（
角
場
）
も
当
地
に
設
置
さ
れ
て
い
た
〔
池
上　

一
九
八
八　

二
九
三
頁
〕。
な
お
『
公
私
世
田
谷
年
代
記
』（『
世
田
谷
区
史
料
集
』
所

収
）
の
一
八
〇
三
年
（
享
和
三
年
）
の
記
録
に
は
、「
世
田
谷
市
町
之
儀
、
十
二
月

十
五
日
量
壽
院
様
御
不
幸
ニ
付
伺
候
處
、
騒
々
敷
不
致
、
穏
便
ニ
立
候
様
被
仰
付
候

ニ
付
其
趣
申
渡
」
と
あ
り
、
領
主
井
伊
家
奥
方
の
逝
去
に
と
も
な
う
服
喪
謹
慎
の
た

め
、
あ
ま
り
騒
が
し
い
こ
と
は
す
る
な
と
の
自
粛
要
請
が
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

市
町
そ
の
も
の
は
例
年
通
り
お
こ
な
わ
れ
て
お
り

（
１
）、

桜
田
門
外
の
変
で
藩
主
井
伊
直

弼
が
討
た
れ
た
一
八
六
〇
年
（
安
政
七
年
）
時
で
す
ら
、
市
町
は
と
ど
こ
お
り
な
く

挙
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　註）［代］は『代官日記』，［美］は『大場美佐日記』による。
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❸
明
治
期
に
お
け
る
ボ
ロ
布
・
筵
市
時
代

明
治
維
新
後
の
時
代
の
市
を
と
り
ま
く
最
大
の
環
境
の
変
化
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
井
伊
彦
根
藩
の
消
滅
に
と
も
な
う
大
場
家
代
官
職
の
廃
止
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
彦
根
県
庁
東
京
出
張
所

と
な
っ
て
い
た
旧
藩
邸
は
東
京
桜
田
か
ら
日
比
谷
へ
と
移
転
し
、
そ
の
た
め
の
人
足

が
世
田
谷
か
ら
も
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
世
田
谷
の
旧
領
地
も
東
京
府
・
神
奈
川
県
へ

と
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
世
田
谷
の
市
町
も
そ
の
管
理
者
を
失
い
、
警
察
官

庁
の
指
導
下
に
置
か
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
地
元
世
田
谷
村
が
そ
の
直
接
的
な
運

営
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。『
大
場
美
佐
日
記
』
に
は
、
新
体
制
へ
の
移
行
に
か
か
わ

る
大
場
家
当
主
の
あ
わ
た
だ
し
い
動
き
が
く
わ
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
興

味
深
い
の
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
の
新
暦
導
入
に
と
も
な
う
市
立
日
の
変
更

に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
す
る
明
治
政
府
の
決
定
は
、
明
治
五
年

一
二
月
二
日
を
も
っ
て
同
年
を
終
え
、
そ
の
翌
日
を
明
治
六
年
一
月
一
日
と
す
る
と

い
う
も
の
で
、
明
治
五
年
一
二
月
は
わ
ず
か
二
日
間
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
、
こ
の
年
の
み
市
町
も
繰
り
上
げ
て
一
一
月
二
五
日
に
実
施
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
大
場
家
で
は
暮
れ
の
餅
つ
き
や
大
掃
除
ま
で
も
、
一
一
月
中
に

お
こ
な
っ
て
い
る
〔
池
上　

一
九
九
〇　

三
〇
四
頁
・
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
） 

一
九
八
八　

二
六
頁
〕。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
歴
史
上
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

改
暦
の
市
に
与
え
た
影
響
に
は
、
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
建
前
上
は
新
暦
化
が

な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
多
く
の
地
元
農
家
は
こ
れ
に
な
じ
め
ず
、
従
前
通
り
の
旧
暦

正
月
を
祝
う
風
が
相
変
わ
ら
ず
残
存
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
局

は
月
遅
れ
の
中
暦
正
月
を
実
質
的
な
正
月
と
す
る
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
て
い
っ

た
。
後
述
す
る
徳
富
芦
花
の『
み
み
ず
の
た
は
こ
と
』に
、「
都

み
や
こ

近ち
か

い
此こ

の
へ
ん邊

の
村む

ら
で
は
、

陽や
う
れ
き暦

陰い
ん
れ
き

暦
を
折せ

っ
ち
う中

し
て
一

ひ
と
つ
き月

晩を
く

れ
で
年

ね
ん
ぢ
う
ぎ
ゃ
う
じ

中
行
事
を
や
る
。
陽

や
う
れ
き暦

正し
ゃ
う
ぐ
わ
つ

月
は
村む

ら
役や

く
ば場

の
正

し
ゃ
う
が
つ

月
、
小せ

う
が
く
か
う

學
校
の
正

し
ゃ
う
ぐ
わ
つ

月
で
あ
る
。（
中
略
）
二
月ぐ

わ
つは

村む
ら

の
正

し
ゃ
う
ぐ
わ
つ

月
だ
。
松ま

つ
立た

　
　

て
ぬ

家う
ち

は
あ
る
と
も
、
着き

も
の物

更か

へ
て
長の

ど
か閑

に
遊あ

そ
は
ぬ
人ひ

と
は
無な

い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
〔
徳
富　

一
九
一
三　

一
八
三
～
一
八
六
頁
〕、
旧
暦
正
月
で
は
な
く
中
暦 

正
月
が
当
地
域
に
は
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
農
家
に
と
っ
て
の
本
当
の
正
月
は

新
暦
二
月
に
や
っ
て
来
る
形
と
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
た
め
の
歳
の
市
が
新
た
に
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
新
暦
一
二
月
一
五
日
の
市
と
は
別
に
、
新
暦
一

月
一
五
日
の
市
が
発
生
す
る
に
至
り
、
結
局
二
度
の
市
が
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
最
初
は
『
大
場
美
佐
日
記
』
に
よ
れ
ば
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
の
こ

と
で
、
そ
の
前
年
に
あ
た
る
一
八
七
三
年
も
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
同

年
の
日
記
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
何
と
も
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
八
七
三

～
一
八
七
四
年
を
も
っ
て
、
一
月
一
五
日
・
一
二
月
一
五
日
の
年
間
二
度
の
市
が
立

つ
態
勢
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
な
く
、
表
2
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
五
日
当
日
が
雨
天
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
翌
一
六
日 

に
も
市
が
延
長
さ
れ
る
「
残
り
市
」
の
例
は
明
治
期
に
も
よ
く
あ
り
、
一
八
八
三 

～
一
八
八
四
・
一
八
九
四
～
一
八
九
五
・
一
八
九
九
年
（
明
治
一
六
～
一
七
・
二
七
～

二
八
・
三
二
年
）
の
一
二
月
の
市
、
一
八
八
六
・
一
八
九
一
・
一
八
九
五
・
一
八
九
七
年

（
明
治
一
九
・
二
四
・
二
八
・
三
〇
年
）
の
一
月
の
市
な
ど
が
そ
れ
で
あ
っ
た
〔
池
上 

一
九
九
〇　

三
〇
五
頁
〕。
一
九
〇
四
年（
明
治
三
七
年
）の
一
二
月
の
市
の
場
合
は
、

大
雪
に
よ
っ
て
一
五
日
の
市
そ
の
も
の
が
休
止
さ
れ
、
一
七
日
に
日
延
べ
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
。
残
り
市
の
な
さ
れ
る
頻
度
は
明
治
期
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
増
加
し
て

お
り
、
い
つ
し
か
そ
れ
が
現
行
の
ご
と
く
二
日
間
連
続
の
市
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

表
2
を
見
る
と
さ
ら
に
、
大
場
代
官
家
に
よ
る
見
廻
行
列
が
維
新
後
も
続
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、一
八
六
九
年
（
明
治
二
年
）
の
場
合
な
ど
、二
回
に
わ
た
っ

て
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
あ
る
。
見
廻
り
は
そ
の
翌
年
と
翌
々
年
に
も
な
さ
れ
て

い
る
が
、廃
藩
置
県
の
な
さ
れ
た
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
が
そ
の
最
終
回
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
以
後
の
記
録
に
は
ま
っ
た
く
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
大
場
家
の
利

得
と
な
っ
て
い
た
地
代
収
入
も
、
以
後
は
世
田
谷
宿
（
村
）
に
よ
る
徴
収
に
切
り
替
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え
ら
れ
、
消
防
器
具
の
整
備
費
や
消
防
団
の
経
費
な
ど
に
そ
れ
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
が
〔
渡
辺　

一
九
五
二　

三
頁
〕、
筵
の
貸
し
出
し
な
ど
は

近
代
期
に
も
、
家
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
〔
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
） 

二
〇
〇
五　

一
〇
二
頁
〕。
市
立
の
届
出
は
東
京
警
視
第
三
方
面
第
四
分
署
に
対
し
て

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
に
掲
げ
る
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
の
届
出
書
が

残
さ
れ
て
い
る
。
後
段
部
分
は
警
察
署
に
よ
る
そ
の
承
認
・
許
可
証
で
あ
る
〔
世
田

谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
）　

一
九
八
七　

六
頁
〕。

市
町
御
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荏
原
郡
世
田
谷
村

一
、  

十
二
年
十
二
月
十
五
日

一
、  

来
十
三
年
一
月
十
五
日

右
者
例
年
之
通
市
町
定
日
ニ
相
当
り
候
間
、
此
段
御
届
申
上
候
也

　
明
治
十
二
年
十
二
月
六
日 

右
村
総
代　

松
木
治
三
郎
（
印
）・
石
田
林
蔵
（
印
）

東
京
警
視
第
三
方
面
第
四
分
署
御
中

書
面
届
之
趣
承
認
候
事

　
明
治
十
二
年
十
二
月
六
日 

警
視
第
三
方
面
第
四
分
署
長
、二
等
警
視
補
宇
都
純
随（
印
）

こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
市
立
日
は
ま
だ
一
月
・
一
二
月
の
一
五
日

の
一
日
の
み
で
あ
っ
た
。
上
町
・
下
町
の
交
互
開
催
態
勢
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
、『
大
場
美
佐
日
記
』に
は
少
な
く
と
も
一
八
七
四
年（
明
治
七
年
）の
場
合
、

下
町
が
そ
の
当
番
宿
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、一
八
六
九
年（
明
治
二
年
）

に
は
す
で
に
上
町
・
下
町
連
続
で
市
が
立
っ
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
出
店
範
囲
は
か

な
り
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
市
の
規
模
は
現
在
と
の
比
で
は
な
か
っ

た
。
明
治
時
代
後
期
の
時
代
の
市
の
様
子
は
、
幸
徳
秋
水
の
『
世
田
谷
の
襤
褸
市
』

に
、
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
〔
幸
徳　

一
九
七
〇　

四
三
～
四
七
頁
〕。

年
の
市
と
は
、
似
顔
の
羽
子
板
と
お
飾
り
と
を
賣
る
處
な
り
と
の
み
思
へ
る
都

の
坊
様
孃
様
は
、
去
つ
て
世
田
ヶ
谷
の
襤
褸
市
に
、
辛
き
浮
世
の
機
關
の
不 

思
議
な
る
半
面
を
窺
ひ
見
よ
。
毎
年
十
二
月
十
五
、十
六
日
の
両
日
、
未
だ
夜

深
き
前
三
時
頃
よ
り
六
時
ま
で
荏
原
郡
は
世
田
谷
ヶ
宿
に
襤
褸
屑
物
の
市
あ
り

て
、
一
年
中
の
賑
は
ひ
を
極
む
。
都
人
は
嫌
が
る
雑
踏
を
自
然
の
單
調
に
饜
け

る
近
郷
近
在
の
老
若
は
、
市
の
風
に
吹
か
る
れ
ば
無
病
息
災
、
百
難
を
遁の

が
る
る

と
て
三
里
五
里
の
道
を
此
處
に
集
ま
り
、
穢き

た
な
き
襤
褸
屑
物
を
買
取
る
を
無
常

の
樂
と
は
な
す
な
り
。
さ
れ
ば
此
市
の
景
氣
は
常
に
農
家
の
購
賣
力
の
高
低
を

試
驗
し
得
べ
し
と
ぞ
。
ま
ず
宿
の
街
道
に
筵

む
し
ろ

席
敷
列
ね
て
小
屋
掛
け
せ
る
店
々

兩
側
を
合
し
て
其
長
さ
千
二
三
百
間
に
亙
る
べ
し
。
品
物
は
襤
褸
六
分
に
荒
物

三
分
、
お
で
ん
・
濁
酒
・
鮓す

し・
駄
菓
子
の
飲
食
店
、
其
外
數
種
の
見
せ
物
興
行
、

耳
を
聾ろ

う
す
る
囃は

や
し子

の
響
き
、
田
舎
者
の
荒
肝ぎ

も
を
挫ひ

し
ぐ
。
襤
褸
は
足
袋
・
股
引
・

シ
ャ
ツ
・
手
袋
・
手
拭
・
袷

あ
わ
せ・

單
ひ
と
え
も
の

物
・
前
掛
け
・
襦じ

ゅ
ば
ん袢

・
羽
織
・
袢は

ん
て
ん纏

・
婦
人

の
湯
巻
・
手は

ん
け
ち巾

・
靴
下
・
絲
屑
に
て
、
荒
物
は
柄ひ

し
ゃ
く杓

・
硯
箱
・
火
鉢
・
茶
盆
・

大
小
の
桶
や
・
盥
・
下
駄
・
雪
駄
・
笊
類
・
荒
縄
・
小
児
の
便
器
・
古
板
・
机
・

鍬
・
鎌
・
鉈
・
斧
・
熊
手
・
鶴つ

る
は
し嘴

・
鋤
・
箆へ

ら
・
藥や

か
ん罐

・
鐡
瓶
・
明
樽
・
明
壜
・

米
・
麥
・
粟
・
蕎そ

ば麥
・
豆
類
な
ど
數
へ
も
盡
せ
ず
。
お
か
し
く
も
ま
た
憐
れ
に

感
ず
る
は
、此
等
の
品
物
、穀
類
を
除
く
の
外
は
一
と
し
て
滿
足
な
る
は
な
く
、

敗
れ
た
る
足
袋
の
左
は
十
文
、
右
は
九
文
な
る
が
あ
れ
ば
、
穴
あ
け
る
靴
下
の

右
は
黒
に
て
左
は
白
な
り
。
宅
に
は
九
文
七
分
の
足
袋
の
右
が
あ
る
か
ら
左
を

買
い
た
し
と
選
り
分
て
居
る
老
媼
あ
れ
ば
、
コ
ー
ル
テ
ン
鼻
緒
表
付
の
左
は
あ

れ
ど
右
が
な
け
れ
ば
似
た
も
の
を
下
さ
い
と
古
下
駄
を
探
す
年
増
あ
り
、
殊
に

目
立
て
る
は
靑
赤
黄
白
黑
様
々
の
混
合
せ
る
絲
屑
の
而
も
五
寸
と
續
け
る
は
な

き
を
二
貫
乃
至
三
貫
目
一
把
に
し
て
十
二
三
錢
な
り
。
此
屑
の
束
把
を
右
に
左

と
擔
ぎ
廻
る
妙
齢
の
婦
人
幾
百
人
な
る
を
知
ら
ず
。
如
何
に
す
る
に
や
と
聞
け

ば
冬
の
夜
長
に
幵
を
繋
ぎ
合
せ
て
布
團
に
織
る
な
り
と
ぞ
。
又
方
一
寸
に
も
足

ら
ぬ
布
片
の
屑
、
繃
帯
の
様
な
る
穢
な
き
細
長
の
布
片
を
一
貫
五
百
目
、
二
貫

目
と
纏
め
て
負
ひ
返
る
者
も
幾
千
人
あ
り
け
ん
。
是
は
孰
れ
も
河
向
ひ
の
稻
毛

の
人
々
に
て
雪
の
日
雨
の
夜
の
内
職
に
此
布
片
を
草
鞋
や
草
履
の
爪
先
と
踵
に

作
り
込
む
な
り
。
全
部
藁
の
物
よ
り
も
卸
値
段
一
足
に
付
五
厘
づ
つ
高
し
と
な

り
。
雀
、
蛤
と
な
る
例
も
あ
れ
、
眞
逆
に
是
は
と
思
は
る
る
代
物
の
羽
が
生
て
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表 2　明治期における市の実態

年 年末の市 年頭の市

1869 年（明治２年） 12/15　例年之通市町見廻り候事。尤是迄ニ無之下

町より上町久次郎先之方市立ツ。右ニ付弐度見廻

り候事［代］。例年通市町相立候事。村々役人出ル事。

見廻り弐度致候事［美］。

1870 年（明治３年） 12/15　例之通市町相立両度見廻り候事。無滞相済

［代］。

1871 年（明治４年） 12/15　例年通市町相立、見廻りニ出張致ス。（中略）

村々役人も来ル［美］。

1872 年（明治５年） 11/15　市町相立候［美］。

1874 年（明治７年） 12/15　下町市相立［美］。 1/15　市町立新宿［美］。

1876 年（明治９年） 12/15　市町立［美］。 1/15　市町相立候事［美］。

1877 年（明治 10 年） 12/15　例年通市町建［美］。 1/15　市町相立候事［美］。

1878 年（明治 11 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　市町立［美］。

1879 年（明治 12 年） 12/15　市町立［美］。 1/15　例之年通市町相立候事［美］。

1880 年（明治 13 年） 12/15　市町立［美］。 1/15　市町立［美］。

1881 年（明治 14 年） 1/ □ 5　□町建候事（中略）商人倒れけん検（使）

之事［美］。

1882 年（明治 15 年） 12/15　市町［美］。 1/15　市町立［美］。

1883 年（明治 16 年） 12/15　市町昼より立日延ニ成［美］。

12/16　市町立［美］。

1/15　例之通市町立［美］。

1884 年（明治 17 年） 12/15　市町雨天ニ付日延［美］。

12/16　市町立［美］。

1/15　市町立［美］。

1886 年（明治 19 年） 1/15　市町有、尤前夜之雨ゆへ日延ニ而半市立［美］。

1/16　市町立候事［美］。

1887 年（明治 20 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　例之通祝、市町立［美］。

1888 年（明治 21 年） 12/15　例之通市町立［美］。 1/15　例之通祝、市町建［美］。

1889 年（明治 22 年） 12/15　例之通市町相立［美］。 1/15　例之通市町立［美］。

1891 年（明治 24 年） 12/15　例年通市町立候事［美］。 1/15　例之通祝、市町建［美］。

1/16　残市有［美］。

1894 年（明治 27 年） 12/15　市町立［美］。

12/16　市立［美］。

1/15　例年通祝、市町立［美］。

1/16　残市立［美］。

1895 年（明治 28 年） 12/15　例年通市立［美］。

12/16　残市立候事［美］。

1/15　例之通祝、市町立［美］。

1/16　残市立［美］。

1897 年（明治 30 年） 12/15　例年通市町［美］。

12/16　残市少立［美］。

1/15　例之通祝致ス。市町日延ス［美］。

1/16　市少立候。1/17　残市立［美］。

1899 年（明治 32 年） 12/15　例年通り市町立［美］。

12/16　残市少立［美］。

1901 年（明治 34 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　例年通り市町建［美］。

1/16　残市少々つつ有［美］。

1903 年（明治 36 年） 12/15　例年通市町立［美］。 1/15　市建［美］。

1904 年（明治 37 年） 12/15　市町休。12/17　市立［美］。 1/15　例年通祝、市町立［美］。

　註）［代］は『代官日記』，［美］は『大場美佐日記』による。
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飛
ぶ
如
く
に
賣
行
く
有
様
、
實
に
世
に
用
な
き
物
と
て
は
無
き
ぞ
か
し
。

こ
こ
に
は
す
で
に
一
五
～
一
六
日
の
二
日
間
の
市
が
立
っ
て
い
た
こ
と
、
広
域
的

な
地
域
範
囲
か
ら
の
買
物
客
の
誘
致
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
市
の
売
物
は
古
着
・

ボ
ロ
布
六
割
に
荒
物
三
割
の
比
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
物
資
・

飲
食
物
が
取
引
さ
れ
て
い
て
、
単
な
る
歳
の
市
の
性
格
を
脱
し
た
総
合
的
な
農
民
市

と
な
っ
て
い
た
こ
と
、な
ど
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
ボ
ロ
（
襤
褸
）
市
」

と
い
う
言
葉
が
も
う
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
「
市
町
」
に

代
わ
る
通
称
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
の
『
東
京
近
郊
名

所
図
会
』（
東
陽
堂
刊
）
に
も
、「
當
日
は
い
か
な
る
細
貨
零
品
に
て
も
販
賣
し
盡
さ

さ
る
は
な
し
。
因
て
俗
に
世
田
ヶ
谷
の
ボ
ロ
市
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
俗
称
が
な

ぜ
生
ま
れ
た
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
古
着
や
ボ
ロ
布
が
よ
く
売
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
が
、
靴
下
の
右
と
左
が
色
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
具
合
に
、
ひ
と
つ

と
し
て
ま
と
も
な
も
の
は
そ
こ
で
売
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況
を
も
指
し
て
お

り
、
も
は
や
衣
料
に
も
な
り
え
な
い
ボ
ロ
布
と
い
う
も
の
が
主
力
商
品
で
あ
っ
た
時

代
の
、
そ
れ
は
象
徴
的
な
呼
び
名
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
秋
水
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う

に
も
続
け
て
い
る
。

一
面
に
は
屑
エ
屑
エ
の
聲
寒
く
毎
朝
八
百
八
町
の
路
次
路
次
を
潜
り
て
利
用
厚

生
の
勞
働
を
供
す
る
細
民
あ
れ
ば
、
一
面
に
は
貴
重
の
天
物
を
湯
水
と
暴
殄 

す
る
遊
民
あ
り
、
様
々
の
浮
世
哉
。
更
に
市
の
餘
興
を
見
れ
ば
、
一
際
目
立
ち

し
は
小
松
屋
の
男
女
十
三
人
組
の
改
良
剣
舞
（
木
戸
大
人
三
錢
小
兒
二
錢
）
に

て
、
上
り
高
六
十
三
圓
七
十
錢
、
次
は
鳥
娘
と
て
親
の
因
果
の
見
せ
物
（
大
人

二
錢
、
小
兒
一
錢
）
上
り
高
十
五
圓
三
十
二
錢
、
次
は
カ
ッ
パ
の
見
せ
物
（
木

戸
大
小
一
錢
）、
上
り
高
五
圓
八
十
錢
、
次
は
萬
作
踊
（
大
三
錢
小
二
錢
）
に

て
僅
に
三
圓
六
十
錢
、
續
て
松
井
源
水
と
永
井
兵
助
の
居
合
抜
き
、
孰
れ
も
二

圓
五
十
錢
よ
り
三
圓
ま
で
の
上
り
高
な
り
し
と
。
其
外
、玩
具
・
辻
占
・
流
行
歌
・

繪
草
紙
、
扨
は
暦
賣
等
。
商
人
の
中
に
て
尤
も
利
益
あ
り
し
は
濁
酒
店
に
て
中

に
は
一
戸
に
て
五
斗
を
賣
盡
せ
し
も
の
二
戸
あ
り
。
二
斗
以
上
三
斗
ま
で
の
者

十
五
戸
も
あ
り
。
之
に
伴
ふ
お
で
ん
・
煮
締
・
煮
肴
な
ど
七
八
圓
よ
り
も
十
二

圓
ま
で
の
純
益
あ
る
し
と
い
へ
り
。
初
日
の
露
店
の
數
は
七
百
三
十
餘
、
翌
日

は
午
後
二
時
頃
ま
で
雨
降
り
た
れ
ば
百
五
十
内
外
に
減
じ
ぬ
。
左
れ
ど
例
年
に

比
し
て
遙
か
に
上
景
氣
な
り
き
。
一
般
の
商
ひ
高
は
昨
年
は
二
千
二
三
百
圓
に

過
ぎ
ざ
り
し
に
、
本
年
は
三
千
四
五
百
圓
に
上
れ
り
と
ぞ
。
東
京
市
中
の
年
の

市
は
二
三
割
よ
り
三
四
割
の
不
景
氣
な
る
に
襤
褸
市
の
斯
く
繁
昌
せ
る
は
、
秋

の
収
獲
の
良
か
り
し
爲
め
、
多
少
農
家
の
購
賣
力
を
高
め
た
れ
ば
な
る
べ
し
。

是
等
の
露
店
商
人
が
初
日
に
使
用
せ
る
筵
席
數
は
千
八
百
七
十
餘
枚
に
て
、
一

枚
一
日
の
使
用
料
は
一
錢
五
厘
な
れ
ど
競
争
の
結
果
後
に
は
三
錢
ま
で
糴
り
上

げ
た
り
。
一
人
に
て
最
も
多
く
使
用
せ
る
は
荒
物
店
に
て
七
枚
よ
り
八
枚
を
用

ゐ
し
者
あ
り
。
又
彼
等
が
店
借
賃
は
筵
席
一
枚
に
つ
き
十
二
錢
と
定
ま
れ
る
も

棚
分
け
又
は
部
分
と
稱
す
る
者
頭
を
張
り
て
十
五
錢
づ
つ
取
ら
れ
し
も
あ
り
。

此
棚
税
は
襤
褸
市
事
務
所
に
納
め
し
上
、
一
部
は
世
田
ヶ
谷
の
教
育
衛
生
道
路

等
の
公
共
費
に
一
部
は
市
場
の
基
本
財
産
と
は
な
す
な
り
。
露
店
使
用
の
商
人

は
孰
れ
も
東
京
市
内
の
屑
屋
荒
物
屋
な
る
は
云
ふ
迄
も
な
し
。（
中
略
）
嗚
呼

襤
褸
市
、
羽
子
板
の
如
く
美
し
か
ら
ず
、
お
飾
の
如
く
上
品
な
ら
ね
ど
、
せ
チ

辛
き
浮
世
の
機
關
を
吾
等
の
前
に
開
展
し
て
、
如
何
に
多
く
の
教
訓
を
與
ふ
る

よ
。

市
に
は
ボ
ロ
布
屋
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
世
物
屋
や
飲
食
店
な
ど
も
出

店
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
ら
の
露
店
の
売
上
額
や
出
店
料
に
つ
い
て
ま

で
く
わ
し
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
大
変
に
興
味
深
い
。
幸
徳
秋
水
は
露
天
商
の
屑
屋

金
太
郎
と
い
う
人
物
か
ら
直
接
、聞
き
書
き
を
取
っ
て
一
九
〇
三
年（
明
治
三
六
年
）

一
二
月
に
、
こ
の
文
章
を
『
平
民
主
義
』
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
市
の
ボ

ロ
布
販
売
は
す
で
に
そ
の
主
流
的
地
位
を
失
い
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

先
立
つ
明
治
時
代
前
期
に
は
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
こ
の
市
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て

い
た
。

ボ
ロ
布
は
農
家
が
そ
れ
を
買
い
求
め
て
作
業
衣
の
補
修
に
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
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も
の
の
、
主
と
し
て
そ
れ
は
細
く
裂
き
、
草
鞋
や
草
履
の
補
強
材
と
し
て
編
み
こ
む

の
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
非
常
に
そ
の
需
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
す
こ

ぶ
る
よ
く
売
れ
た
の
で
あ
る
。
草
鞋
と
い
う
履
物
は
一
〇
里
歩
い
て
一
足
履
き
つ
ぶ

す
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ボ
ロ
を
編
み
込
ん
で
補
強
し
た
も
の
を
履
け
ば
二
〇
～

三
〇
里
も
歩
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
店
々
で
は
道
路
端
に
、
古
着
屋
や
屑
屋
の

手
で
東
京
市
中
か
ら
集
め
ら
れ
た
ボ
ロ
布
を
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
て
売
っ
た
が
、

飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
、
ま
た
た
く
間
に
売
り
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
ボ
ロ
布
を
編
み
込
み
、
鼻
緒
に
巻
い
た
草
履
や
草
鞋
が
、
周
辺
農
家
の
副

業
と
し
て
大
量
に
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
世
田
谷
の
市
は
そ
の
原
料
と
し

て
の
ボ
ロ
布
を
仕
入
れ
る
た
め
の
市
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
そ
れ

が
明
治
時
代
前
期
の
市
の
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

明
治
時
代
中
期
に
至
っ
て
も
な
お
、
こ
う
し
た
ボ
ロ
布
専
門
の
露
天
商
が
一
〇
数
軒

は
出
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
売
物
は
午
前
中
に
は
す
べ
て
売
り
切
れ
て
い
た
と
い
う

ほ
ど
の
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
年
）
の
関
東
大
震

災
後
は
ボ
ロ
布
の
需
要
が
急
減
し
、
一
九
三
七
～
一
九
三
八
年
頃
に
は
ボ
ロ
布
を
売

る
店
が
ほ
と
ん
ど
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
〔
石
川　

二
〇
〇
一　

二
頁
〕。
ゴ

ム
底
靴
や
地
下
足
袋
の
普
及
に
よ
っ
て
、
草
鞋
・
草
履
の
製
造
・
販
売
が
衰
退
し
て

い
っ
た
と
い
う
事
情
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
明
治
時
代
の
市
の
特
色
を
大
雑
把
に
把
握
し
て
み
る
な
ら
ば
、
明
治

中
期
以
前
の
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
ボ
ロ
布
市
と
い
う
こ
と
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
商
品
を
売
る
店
も
も
ち
ろ
ん
出
て
は
い
た
が
、
そ
の
中
心
は

ボ
ロ
布
屋
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
決
し
て
長
く
は
続
か
ず
、
東
京
圏
の
工
業
化

が
進
ん
で
近
代
工
業
製
品
と
し
て
の
生
活
雑
貨
が
流
通
し
始
め
、
そ
れ
ら
を
販
売
す

る
恒
久
的
な
商
店
が
地
域
内
に
進
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
草
鞋
や
草
履
、
そ
し

て
そ
の
原
料
と
な
る
ボ
ロ
布
の
需
要
も
失
わ
れ
て
い
き
、
市
で
取
引
さ
れ
る
主
要
な

商
品
は
農
機
具
類
や
雑
貨
類
に
比
重
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
そ

こ
に
集
ま
る
巨
万
の
買
物
客
相
手
の
飲
食
店
な
ど
も
、
た
く
さ
ん
出
店
し
て
い
く
よ

う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
明
治
中
期
以
降
は
筵
屋
が
多
く
出
店
す
る
よ

う
に
な
り
、
ボ
ロ
布
市
か
ら
筵
市
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
っ
た
。
筵
は
や
は
り
農
家

の
重
要
な
副
業
で
あ
っ
た
大
根
漬
け
（
沢
庵
漬
け
）
の
製
造
時
に
、
大
根
干
し
用
の

敷
物
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
大
量
に
売
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
世

田
谷
の
市
で
そ
れ
を
買
い
求
め
て
い
く
の
は
、
首
都
北
郊
の
い
わ
ゆ
る
練
馬
大
根
と

沢
庵
漬
け
の
産
地
で
あ
っ
た
板
橋
・
王
子
・
長
崎
・
中
新
井
・
練
馬
・
志
村
・
赤
塚
・

石
神
井
・
大
泉
・
保
谷
そ
し
て
地
元
世
田
谷
の
農
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
筵
の
製
造
・

供
給
地
は
多
摩
丘
陵
末
端
部
に
あ
た
る
神
奈
川
県
下
の
長
津
田
・
荏
田
・
綱
島
あ
た

り
の
農
村
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
荏
田
産
の
筵
は
「
荏
田
筵
」
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
東
京
北
郊
の
漬
物
産
地
に
あ
っ
て
も
、
大
正
期
に
は
漬
物

大
根
よ
り
も
生
大
根
の
方
の
生
産
量
が
上
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
沢
庵
漬
け
の

製
法
も
近
代
化
し
て
い
く
と
と
も
に
、
産
地
の
都
市
化
も
進
ん
で
生
産
が
縮
小
し
て

い
く
と
、筵
の
需
要
は
急
減
し
て
筵
市
も
ま
た
衰
退
へ
と
向
う
。筵
市
の
最
盛
期
は
、

一
八
八
九
～
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
二
～
二
三
年
）
頃
か
ら
始
ま
っ
て
一
九
〇
二
～

一
九
〇
三
年
（
同
三
五
～
三
六
年
）
頃
ま
で
続
い
た
と
い
い
、
市
立
の
た
び
に
一
万

枚
は
筵
が
売
れ
た
と
い
う
が
、
多
い
時
に
は
二
～
三
万
枚
、
時
に
は
四
万
枚
も
の
売

り
上
げ
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
〔
大
場
・
他　

一
九
五
四　

二
〇
頁
〕。

さ
ら
に
明
治
期
後
半
の
大
き
な
変
化
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
交
通
機
関
の
発

達
に
よ
る
出
店
商
人
の
移
動
方
法
が
変
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
一
九
〇
七

年
（
明
治
四
〇
年
）
に
お
け
る
玉
川
電
鉄
の
道
玄
坂
～
三
軒
茶
屋
間
の
開
通
は
、
世

田
谷
か
ら
一
〇
～
一
五
里
も
離
れ
た
諸
地
域
か
ら
や
っ
て
く
る
出
店
商
人
の
日
帰
り

移
動
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
日
の
一
四
日
深
夜
か
ら
当
日
未
明
に
か

け
、
荷
車
を
挽
き
な
が
ら
や
っ
て
き
て
そ
の
ま
ま
市
に
の
ぞ
み
、
市
が
終
れ
ば
す
ぐ

に
引
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
形
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
今
ま
で

二
日
前
か
ら
上
町
・
下
町
の
家
々
に
宿
泊
し
つ
つ
市
の
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
そ
の

商
人
ら
が
、
地
元
に
逗
留
し
な
い
よ
う
に
な
り
、
地
元
地
域
の
実
入
り
を
奪
う
結
果

と
も
な
っ
て
い
っ
た
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
一　

二
二
二
～
二
二
三
頁
〕。
か
つ
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て
の
出
店
商
人
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
世
田
谷
ま
で
や
っ
て
き
て
い
た
。

市
日
の
前
日
ま
た
は
前
々
日
の
一
三
・
一
四
日
頃
か
ら
徒
歩
で
思
い
思
い
の
車

に
荷
を
積
ん
で
世
田
谷
を
訪
れ
た
。
こ
れ
等
商
人
は
永
年
の
縁
か
ら
世
話
に
な

る
家
を
決
め
て
、通
に
面
し
た
家
々
に
荷
を
お
ろ
し
、宿
泊
な
ど
の
世
話
に
な
っ

た
。
市
が
終
れ
ば
世
話
に
な
っ
た
家
に
は
幾
ら
か
の
謝
礼
を
お
い
て
、
来
年
を

約
束
し
て
帰
る
。
泊
め
た
家
で
は
そ
の
礼
金
が
若
干
の
収
入
に
も
な
り
、
市
商

人
が
授
け
て
い
く
金
が
世
田
谷
宿
の
潤
い
に
も
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
〔
芥
川　

一
九
五
一　

一
五
～
一
六
頁
〕。

交
通
機
関
の
発
達
は
、
こ
の
よ
う
な
出
店
商
人
と
地
元
民
と
の
間
に
あ
っ
た
独
特

の
深
い
関
係
、
し
か
も
超
世
代
的
で
親
密
な
関
係
を
し
だ
い
に
喪
失
さ
せ
て
い
く
こ

と
と
な
り
、
後
述
す
る
昭
和
戦
後
期
の
テ
キ
ヤ
集
団
の
介
入
を
招
い
て
、
彼
ら
の
主

導
権
に
も
と
づ
く
独
占
的
な
場
所
割
り
支
配
を
生
み
出
す
契
機
を
作
っ
た
と
も
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
市
立
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
地
元
利
益
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
す
ま

す
奪
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
期
の
ボ
ロ
市
の

様
相
は
、
め
ま
ぐ
る
し
い
時
代
状
況
の
変
化
の
中
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
大
づ

か
み
に
見
れ
ば
、
近
世
～
明
治
初
期
の
正
月
用
品
市
か
ら
明
治
前
期
の
ボ
ロ
布
市
、

同
後
期
の
筵
市
へ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ

れ
は
純
然
た
る
歳
の
市
と
し
て
の
性
格
を
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
民
経
済
全

体
か
ら
す
る
工
業
化
・
近
代
化
の
趨
勢
に
し
た
が
い
つ
つ
、
市
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

周
辺
農
村
の
前
近
代
性
が
一
掃
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
時
代
の
ボ
ロ
市
の
出
店
数
実
態
を
見
て
み
る
と
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五

年
）
の
場
合
、
総
店
数
は
約
一
一
〇
〇
店
と
な
っ
て
お
り
、
う
ち
三
〇
％
は
農
機
具

屋
、
一
七
％
が
古
着
・
ボ
ロ
布
屋
お
よ
び
古
物
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
一
九
〇
七

年
（
明
治
四
〇
年
）
一
二
月
の
記
録
で
は
総
店
数
が
一
五
九
六
店
で
、
そ
の
う
ち

三
五
％
を
占
め
る
五
五
五
店
が
古
物
店
（
ボ
ロ
布
屋
二
二
八
店
・
古
着
一
三
五
店
・

古
道
具
屋
そ
の
他
一
九
二
店
）、
一
〇
％
の
一
五
八
店
が
農
具
屋
で
あ
っ
た
と
い
う

〔
せ
た
が
や
百
年
史
編
纂
委
員
会
（
編
）　

一
九
九
二　

六
二
～
六
三
頁
〕。
農
具
屋
に
は

桶
屋
・
篩
屋
・
棒
屋
・
筵
屋
・
籠
屋
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
近
世
以

来
の
正
月
用
品
売
り
（
飾
り
物
屋
・
臼
屋
な
ど
）
も
な
お
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
売
物

は
北
多
摩
の
国
領
・
仙
川
・
関
・
田
無
・
所
沢
・
牟
礼
な
ど
で
生
産
さ
れ
て
い
た
と

い
う
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
一　

二
二
三
頁
〕。
市
の
出
店
範
囲
も
、
当
初
は
近

世
以
来
の
上
町
・
下
町
交
代
制
が
取
ら
れ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
そ
の
範
域
が
拡
張

さ
れ
て
い
っ
て
両
町
連
続
状
態
と
な
り
、
や
が
て
上
町
に
そ
の
中
心
が
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
明
治
末
期
に
は
ま
っ
た
く
上
町
主
導
の
市
と
な
っ
て
い
っ
た
。
大
正

期
に
至
る
と
両
町
の
隔
年
開
催
制
度
は
完
全
に
廃
止
さ
れ
、
一
九
二
三
年
（
大
正

一
二
年
）
に
は
下
町
の
大
山
街
道
に
定
期
バ
ス
が
運
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
後
の

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
に
道
路
改
修
に
よ
っ
て
下
町
の
通
り
が
拡
幅
さ
れ
る
と

交
通
量
も
増
加
し
て
、も
は
や
下
町
で
の
市
立
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。一
方
、

上
町
を
通
る
か
つ
て
の
往
還
・
街
道
は
裏
通
り
と
化
し
た
結
果
、
そ
の
沿
線
の
み
で

の
市
立
が
存
続
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
、
今
見
る
よ
う
な
上
町
の
み
の
市
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

❹
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
植
木
・
雑
貨
市
時
代

大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
ボ
ロ
市
は
、
出
店
数
で
一
一
〇
〇
～

一
二
〇
〇
軒
、
多
い
年
に
は
二
〇
〇
〇
軒
、
少
な
い
時
で
も
九
〇
〇
軒
を
数
え
た
と

い
う
か
ら
、
最
盛
期
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
二

b　

三
四
一
～
三
四
二
頁
〕。
ボ
ロ
布
市
・
筵
市
と
し
て
の
性
格
は
し
だ
い
に
失
わ
れ

て
い
き
、
か
わ
り
に
植
木
市
を
中
心
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
ま
た
新

し
い
時
代
の
象
徴
と
も
呼
べ
る
変
化
で
あ
っ
た
。
植
木
市
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も

都
市
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
市
街
地
地
域
に
お
け
る
庭
園
植
栽
の
た
め

の
植
木
の
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
そ
の
市
の
立
つ
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
た
。
世

田
谷
地
域
で
い
え
ば
玉
川
電
鉄
の
世
田
谷
・
下
高
井
戸
間
の
延
伸
、
京
王
電
車
・
東

横
線
・
目
蒲
線
の
開
通
に
と
も
な
っ
て
周
辺
地
域
の
宅
地
化
が
、
急
激
に
進
展
し
た
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の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
て
、
多
く
の
植
木
が
必
要
と
さ
れ
た
。
地
元
旧
住
民
と
し
て

の
農
家
も
ま
た
、
宅
地
用
地
を
提
供
し
て
地
主
化
へ
の
傾
向
を
強
め
、
屋
敷
地
を
生

垣
な
ど
で
囲
っ
て
風
致
環
境
を
整
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
植
木
の
需

要
が
急
速
に
高
ま
り
、
ボ
ロ
市
の
場
で
も
そ
の
取
引
が
さ
か
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う 

に
な
っ
て
、
埼
玉
県
の
安
行
を
中
心
と
し
た
植
木
産
地
か
ら
生
垣
用
の
低
木
類
、 

果
樹
類
（
柿
・
栗
・
桃
・
梅
な
ど
）・
庭
木
類
（
桜
な
ど
）
が
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
〔
同　

二
二
四
頁
〕。
関
東
大
震
災
後
に
お
け
る
東
京
圏
の
市
街
地
再
整
備

に
あ
た
っ
て
も
、
植
木
の
生
産
・
出
荷
が
一
層
拡
大
し
て
い
っ
た
。
今
日
の
ボ
ロ 

市
を
見
て
も
植
木
屋
の
出
店
は
さ
か
ん
で
、
豊
富
な
商
品
構
成
を
見
せ
て
い
る
〔
小

野　

一
九
五
一　

四
七
～
五
三
頁
・
一
九
九
六　

六
九
～
七
二
頁
・
白
子　

一
九
九
六　

七
三
～
七
五
頁
〕。
年
に
二
度
の
市
立
の
う
ち
、
出
店
数
の
多
い
の
は
一
二
月
の
方
の

市
で
、
今
も
そ
れ
は
変
ら
な
い
が
、
一
月
の
方
に
は
「
花
市
」
と
い
っ
て
植
木
屋 

が
多
く
出
る
傾
向
が
あ
っ
た
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
二
b　

三
四
二
頁
〕。
後
の

一
九
四
七
年
四
月
四
日
、
こ
の
植
木
市
の
み
を
独
立
さ
せ
て
ボ
ロ
市
以
外
の
時
期
に

挙
行
し
て
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
成
功
せ
ず
、
一
回
の
み
で
打
ち
切
ら
れ
て
し

ま
い
、
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
〔
芥
川　

一
九
五
一　

一
八
頁
〕。

な
お
、
こ
の
時
期
の
ボ
ロ
市
の
様
子
に
つ
い
て
は
徳
冨
蘆
花
の
『
み
み
ず
の
た 

は
ご
と
』
に
も
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。
芦
花
は

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
に
千
歳
村
粕
谷
に
移
り
住
ん
で
郊
外
暮
し
を
始
め 

て
お
り
、
世
田
谷
へ
足
を
の
ば
す
こ
と
も
あ
っ
た
。『
み
み
ず
の
た
は
ご
と
』
は
、

一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
ボ
ロ

市
の
様
子
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
実
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。

十
五
日に

ち
が
世せ

た
　
や

田
ヶ
谷
の
ボ
ロ
市い

ち
。
世せ

た
　
や

田
ヶ
谷
の
ボ
ロ
市い

ち
は
見み

も
の
で
あ
る
。

松し
ょ
う
い
ん蔭

神じ
ん
じ
ゃ

社
の
入い

　
　
く
ち

り
口
か
ら
世せ

田た

ヶ
谷や

の
上

か
み
じ
ゅ
く宿

下し
も
じ
ゅ
く

宿
を
打ぶ

っ
通と

ほ
し
て
、
約や

く
一

里 
り

の
間

あ
ひ
だは

、
兩

り
ゃ
う
が
は

側
に
ず
ら
り
店み

せ
が
並な

ら
ん
で
、
農の

う
か家

日に
ち
よ
う

用
の
新

あ
た
らし

い
品し

な
じ
な々

は
素も

と 

よ
り
、
東

と
う
き
ゃ
う
ぢ
う

京
中
の
煤す

す
掃は

 
き
の
塵ご

み
ば
こ箱

を
此こ

こ処
へ
打ぶ

ち
あ明

け
た
様や

う
な
あ
ら
ゆ
る
襤ぼ

ろ褸

や
ガ
ラ
ク
タ
を
ず
ら
り
と
並
べ
て
、
賣う

る
者も

の
も
賣う

る
、
賈か

ふ
者も

の
も
賈か

ふ
、
と 

唯た
だ

驚お
ど
ろか

る
る
ば
か
り
で
あ
る
。
見み

せ
も
の

世
物
が
出で

る
。
手て

が
る輕

な
飲

い
ん
し
ょ
く
て
ん

食
店
も
出で

る
。

咽の
ど

を
稗ひ

え
が
通と

ほ
る
様や

う
に
、
店み

せ
の
間

あ
ひ
だを

押お

し
合あ

ひ
へ
し
合あ

ひ
し
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
人

に
ん
げ
ん間 

が
通と

ほ
る
。
近

き
ん
が
う郷

近き
ん
ざ
い

在
の
爺ぢ

い
さ
ん
婆ば

あ
さ
ん
若わ

か
い
者も

の

女
を
ん
な

子こ
ど
も供

が
、
股

も
も
ひ
き引

草わ
ら
じ鞋

で

大お
ほ
ぶ
ろ
し
き

風
呂
敷
を
持も

っ
た
り
、
荷に

ぐ
る
ま車

を
挽ひ

い
た
り
、
目め

籠か
ご

を
背せ

お負
っ
た
り
し
て
、
早は

や

い
者も

の
は
夜よ

な
か半

か
ら
出で

か
け
る
。
新

あ
た
らし

い
筵

む
し
ろ、

筍た
け
の
こ
ほ
り

掘
器
、
天

て
ん
び
ん秤

棒ば
う

を
賈か

っ
て
歸か

へ
る

者も
の

、
草ざ

ふ
り履

の
材ざ

い
れ
う料

や
つ
ぎ
切き

れ
に
す
る
襤ぼ

ろ褸
を
賈か

ふ
者も

の
、
古ふ

る
ぐ
つ靴

を
値ね

ぎ切
る
者も

の
、

古ふ
る
ぼ
う
し

帽
子
、
古ふ

る
ら
ん
ぷ

洋
燈
、
講か

う
だ
ん
も
の

談
物
の
古ふ

る
ほ
ん本

を
冷ひ

や
か
す
者も

の
、
稲い

な
り荷

鮨ず
し

を
頬ほ

ほ
ば張

る
者も

の
、

玉た
ま
の
り

乗
の
見み

せ
も
の

世
物
の
前ま

へ
に
ぽ
か
ん
と
立た

　
つ
者も

の
、
人ひ

と
さ
ま
ざ
ま
物も

の
さ
ま
ざ
ま
の
限

か
ぎ
り 

を
盡つ

く
す
。
世せ

た
　
や

田
ヶ
谷
の
ボぼ

ろロ
市い

ち
を
觀み

て
悟さ

と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世よ

に
無む

よ
う用

の
も 

の
は
無な

 
い
、
而さ

う
し
て
悲ひ

く
わ
ん觀

は
單た

ん
に
高か

う
ま
ん慢

で
あ
る
こ
と
を
〔
徳
冨　

一
九
一
三　

二
二
二
～
二
二
三
頁
〕。

松
蔭
神
社
か
ら
上
町
・
下
町
へ
と
貫
い
て
、
延
々
一
里
も
の
間
に
店
々
が
立
ち
並

ん
で
い
た
と
い
う
こ
の
時
代
の
ボ
ロ
市
の
盛
況
さ
は
、
今
日
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
想
像

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
当
時
の
市
立
の
範

囲
は
、
東
は
松
蔭
神
社
の
入
口
か
ら
西
は
上
町
西
端
の
、
番
地
で
い
え
ば
三
〇
〇
番

台
の
あ
た
り
ま
で
と
俗
に
い
わ
れ
て
お
り
、そ
の
先
は
場
外
地
区
で
、俗
に
「
ガ
リ
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
地
元
の
古
老
、
松
本
伊
輔
氏
は
当
時
の
市
の
様
子
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
る
。

出
店
数
は
最
初
五
〇
〇
軒
か
六
〇
〇
軒
で
あ
り
ま
し
た
が
、
大
正
の
震
災
前
の

一
二
月
市
、
昭
和
五
年
、
一
〇
年
、
一
三
年
の
一
二
月
の
市
に
は
一
一
〇
〇 

軒
な
い
し
一
二
〇
〇
軒
、
少
な
い
時
で
も
九
〇
〇
軒
位
で
、
多
い
時
に
は

二
〇
〇
〇
軒
ほ
ど
も
出
て
大
変
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
ニ
ワ
キ
と
か
ム
シ

ロ
、
オ
ケ
、
竹
細
工
な
ど
は
一
般
に
往
来
に
店
を
張
る
と
が
さ
ば
る
の
で
広
い

農
家
の
庭
を
借
り
て
店
を
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
だ
い
た
い
世
田
谷
の
上

町
。下
町
は
上
町
三
六
件
、下
町
三
四
軒
位
の
と
に
か
く
七
〇
軒
位
の
部
落
で
、

大
抵
の
家
は
道
路
に
面
し
た
方
の
間
口
は
一
三
間
な
い
し
一
三
間
半
と
き
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
商
人
に
貸
す
の
に
ム
シ
ロ
何
枚
と
い
っ
て
貸
し
、
ム
シ
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ロ
一
枚
と
い
う
と
丁
度
五
尺
位
に
な
り
ま
す
の
で
、
五
尺
の
長
さ
で
父
の
時 

代
に
は
だ
い
た
い
五
厘
位
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
二
二
、三

年
頃
に
な
る
と
二
銭
位
に
な
り
、
さ
ら
に
大
正
一
五
年
頃
に
は
三
銭
か
ら
四 

銭
位
で
だ
い
た
い
総
収
入
は
普
通
三
七
円
か
ら
三
八
円
、
多
い
時
に
は
四
五
円

に
も
な
り
、
事
務
所
用
費
と
し
て
は
一
五
円
位
で
す
ん
で
し
ま
い
、
あ
と
の

二
〇
円
か
ら
三
〇
円
の
残
金
は
消
防
費
用
に
当
て
て
い
ま
し
た
〔
大
場
・
他　

一
九
五
四　

二
〇
頁
〕。

こ
こ
に
は
最
盛
期
の
ボ
ロ
市
の
実
態
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
て
、
大
変
興
味
深
い
。

出
店
商
人
に
地
元
住
民
が
筵
を
貸
与
し
、
そ
の
枚
数
で
地
代
額
を
決
め
て
い
た
と
い

う
習
慣
が
近
世
以
来
、
変
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の

時
代
に
は
出
店
を
管
理
す
る
臨
時
事
務
所
が
、
村
の
手
で
市
場
内
に
置
か
れ
て
い
た

こ
と
も
わ
か
る
が
、
一
店
あ
た
り
三
～
四
銭
の
出
店
料
を
徴
収
し
て
切
符
を
発
行
し

て
い
た
。
事
務
所
で
は
「
金
棒
」
と
い
っ
て
半
纏
姿
の
警
備
人
員
を
出
し
、
金
棒
を

引
い
て
市
場
内
を
巡
回
し
た
と
い
う
が
〔
大
場
・
他　

一
九
五
四　

二
一
頁
〕、
近
世

の
代
官
見
廻
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

第
二
次
大
戦
前
の
昭
和
時
代
に
お
い
て
は
、
カ
ー
バ
イ
ド
の
灯
（
ア
セ
チ
レ
ン
ラ

ン
プ
）
を
と
も
し
た
夜
店
が
通
り
に
ず
ら
り
と
並
ぶ
さ
ま
が
名
物
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
以
前
の
市
は
「
日
の
あ
る
限
り
の
市
」
で
、
日
没
と
と
も
に
終
了
し
て
い

た
が
、
夜
間
市
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
深
夜
の
午
後
一
〇
～
一
一
時

頃
ま
で
営
業
を
続
け
る
店
も
出
て
き
た
。
こ
の
頃
の
市
で
の
売
物
は
主
と
し
て
臼
・

杵
・
セ
イ
ロ
な
ど
の
年
末
の
餅
つ
き
道
具
や
、
正
月
用
品
・
神
棚
類
、
鎌
や
鍬
な
ど

の
農
機
具
類
、包
丁
や
鋸
な
ど
の
刃
物
類
、金
物
や
瀬
戸
物
、古
着
や
骨
董
品
、食
品
・

菓
子
・
植
木
類
な
ど
で
、
今
見
る
よ
う
な
総
合
的
な
雑
貨
市
へ
と
成
長
し
つ
つ
、
さ

ら
に
は
サ
ー
カ
ス
や
見
世
物
、
大
道
芸
・
ガ
マ
の
油
売
り
な
ど
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
買
物
客
相
手
の
飲
食
店
の
出
店
は
ま
す
ま
す
さ
か
ん
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
「
居い

み
せ店

」
と
い
っ
て
（
出で

み
せ店

に
対
し
て
居い

み
せ店

）、
地
元
商
店
に
よ
る

臨
時
営
業
の
形
を
取
っ
て
い
た
。
居
店
は
濁
酒
・
オ
デ
ン
・
大
福
な
ど
を
売
る
飲
食

店
・
青
空
居
酒
屋
で
あ
っ
て
、店
先
に
杉
葉
を
束
ね
た
目
印
の
装
飾
を
下
げ
て
お
り
、

酒
蔵
の
サ
カ
バ
ヤ
シ
を
真
似
た
看
板
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
居
店
の
存
在

を
通
じ
て
地
元
民
も
ま
た
市
に
参
加
し
、
そ
こ
で
の
収
益
を
得
て
い
た
わ
け
で
、
ボ

ロ
市
の
お
よ
ぼ
す
地
元
へ
の
経
済
効
果
は
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
周
辺
地

域
や
都
心
部
方
面
か
ら
や
っ
て
く
る
外
来
の
露
天
商
ら
は
、
沿
道
の
家
々
の
軒
先
を

借
り
て
店
を
出
す
が
、
出
店
者
と
家
々
と
は
長
年
の
顔
な
じ
み
関
係
に
あ
っ
て
、
例

年
の
出
店
場
所
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
出
店
位
置
は
毎
年
ほ
と
ん

ど
一
定
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
互
い
に
何
代
に
も
わ
た

る
懇
意
な
関
係
が
維
持
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
出
店
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、先
述
の
通
り
、そ
の
親
密
な
関
係
に
も
す
で
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
お
り
、

出
店
と
地
元
の
家
々
と
の
相
互
依
存
関
係
は
し
だ
い
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ガ
リ

と
呼
ば
れ
る
辺
縁
部
の
露
店
の
出
店
場
所
は
あ
ま
り
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
な
り

流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
近
世
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
も
と
も
と

両
者
間
の
関
係
が
希
薄
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
外
来
の
露
天
商
か
ら
徴
集
さ
れ
る

出
店
料
は
こ
の
時
代
、「
場
銭
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
村
に
納
め
ら
れ
る
そ
の
収

益
金
は
、
両
町
隔
年
開
催
制
が
廃
止
さ
れ
て
同
時
開
催
態
勢
に
移
行
し
て
以
来
、
上

町
：
下
町
＝
六
：
四
の
比
率
で
配
分
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
一
年
一
二
月
か
ら
は
そ

れ
が
七
：
三
と
変
更
さ
れ
た
が
、
す
で
に
市
の
中
心
は
上
町
に
置
か
れ
て
お
り
、
先

述
し
た
ご
と
く
バ
ス
道
路
の
開
通
後
は
下
町
で
の
市
立
は
も
は
や
困
難
と
な
っ
て
、

一
本
裏
道
に
下
が
っ
て
い
た
上
町
の
み
が
市
立
の
適
地
と
し
て
残
存
し
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
余
談
な
が
ら
、
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
の
起
源
・
濫
觴
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
由
来
伝
承
が
こ
の
時
期
、
巷
間
に
よ
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
諸
伝
承
は
そ
の
歴
史
的
背
景
の
矛
盾
関
係
な
ど
か
ら

み
て
、
明
治
・
大
正
期
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す
る

に
か
た
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
旧
領
主
の
吉
良
氏
の
姫
君
が
地
元
民
の
た

め
に
古
着
を
売
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
ボ
ロ
市
に
発
展
し
た
と
い
う
伝
承
で
、
よ
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く
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
尾
鰭
を
つ
け
て
次
の
よ
う
な
ま

と
ま
っ
た
話
ま
で
生
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

世
田
谷
が
ま
だ
「
せ
た
か
い
」
と
い
っ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
世
田
谷
の

お
殿
様
は
名
門
の
貴
公
子
で
す
。
あ
ち
こ
ち
で
、
国
と
り
が
横
行
す
る
戦
国
の

世
と
い
う
の
に
、大
奥
の
美
女
に
か
こ
ま
れ
、公
家
た
ち
と
け
ま
り
を
し
た
り
、

舞
え
よ
う
た
え
よ
と
、
泰
平
の
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
お
殿
様
の
吉
良
氏

は
、
た
だ
の
武
門
の
成
り
上
が
り
大
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
れ
っ
き
と
し
た
高

家
の
家
が
ら
で
、
弓
馬
の
こ
と
な
ど
い
な
か
大
名
の
す
る
こ
と
よ
、
と
貴
族
武

士
の
遊
芸
で
関
東
に
聞
こ
え
、
だ
れ
も
せ
め
る
者
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
城
下

の
新
宿
に
、市
が
立
つ
日
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
世
田
谷
の
市
は
、関
東
き
っ

て
の
大
市
で
す
。だ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、こ
の
と
こ
ろ
新
宿
の
市
の
品
物
が
、

少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ほ
か
の
領
国
で
は
見
ら
れ
な
い
黒
砂
糖
ま
で
取
り

引
き
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
は
か
げ
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。「
吉
良
の
城
下

で
市
が
さ
び
れ
て
は
、
高
家
の
立
場
は
な
い
。
知
恵
を
し
ぼ
れ
」。
お
殿
様
の

き
つ
い
命
令
で
す
。
御
所
で
の
小
田
原
評
定
は
、
三
日
間
に
お
よ
び
ま
し
た
。

決
め
ご
と
は
、
御
所
に
つ
と
め
る
公
家
の
娘
た
ち
に
、
着
古
し
や
身
の
回
り
の

品
の
鏡
、
く
し
、
か
ん
ざ
し
、
紙
入
れ
、
げ
た
、
ぞ
う
り
な
ど
、
町
民
や
農
民

た
ち
が
め
ず
ら
し
が
り
、
喜
ぶ
も
の
を
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
市
の
品
を
に
ぎ
わ

す
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
姫
た
ち
は
協
力
し
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
、
姫
た
ち

の
希
望
も
入
れ
て
、
市
の
見
物
を
許
し
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
あ
す
は
市
の
立
つ

日
で
す
。
御
所
の
中
で
は
、
こ
う
こ
う
と
あ
か
り
を
と
も
し
、
に
ぎ
や
か
に
前

祝
い
で
す
。
領
内
に
も
、明
る
い
ふ
ん
い
き
が
た
だ
よ
い
ま
す
。
新
宿
の
市
は
、

パ
ッ
と
明
る
く
な
り
、
多
く
の
人
出
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
い
く
日

も
し
な
い
う
ち
に
、世
田
谷
領
内
の
雲
行
き
が
、あ
や
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

小
田
原
城
の
北
条
氏
が
豊
臣
の
大
軍
で
か
こ
ま
れ
、
北
条
と
親
類
の
吉
良
氏
に

も
、
戦
が
お
こ
る
と
い
う
う
わ
さ
が
と
ん
だ
た
め
で
す
。
お
殿
様
は
、
姫
た
ち

に
守
ら
れ
て
、
夜
品
川
か
ら
舟
で
、
そ
っ
と
千
葉
に
落
ち
ま
し
た
。
主
の
い
な

い
館
に
は
、
ボ
ロ
が
残
り
ま
し
た
。
町
民
や
農
民
た
ち
は
、
そ
の
ボ
ロ
を
引
き

取
り
、
そ
れ
か
ら
は
領
主
不
在
の
ボ
ロ
市
を
開
き
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
さ
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
〔
世
田
谷
区
生
活
文
化
部
文
化
・
交
流
課
（
編
）　

一
九
九
九 

五
七
～
五
九
頁
〕。

世
田
谷
城
の
姫
君
が
古
着
を
放
出
し
て
市
町
が
始
ま
っ
た
と
の
、
俗
に
い
わ
れ
て

き
た
世
間
話
を
さ
ら
に
ふ
く
ら
ま
せ
、
吉
良
の
殿
様
の
個
性
と
そ
の
没
落
過
程
に
関

す
る
史
実
な
ど
を
、
た
く
み
に
加
味
し
て
作
ら
れ
た
創
作
民
話
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
出
て
く
る
黒
砂
糖
の
話
題
な
ど
は
、
世
田
谷
が
あ
ま
り

に
田
舎
で
あ
っ
た
た
め
、
江
戸
の
商
人
が
市
に
白
砂
糖
を
も
っ
て
来
て
も
売
れ
な
い

の
で
、わ
ざ
わ
ざ
黒
く
染
め
て
き
た
と
の
、こ
れ
ま
た
よ
く
聞
か
れ
る
笑
い
話
を
〔
高

橋　

一
九
七
一　

三
三
九
頁
〕、
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
近
現
代
期
の
知

識
人
が
こ
う
し
た
新
伝
説
を
創
作
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
い

わ
ゆ
る
「
豪
徳
寺
の
招
き
猫
」
の
伝
説
な
ど
と
、
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
〔
長
沢

　

一
九
九
六　

一
五
三
～
一
六
四
頁
〕。
今
の
世
田
谷
区
内
の
用
賀
や
馬
引
沢
方
面
の

家
々
で
は
、
世
田
谷
の
市
に
出
か
け
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
習
慣
化
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
が
〔
吉
越　

一
九
九
〇　

八
六
頁
・
杉
山
・
恵
津
森　

一
九
八
六　

八
七
頁
〕、
喜
多

見
な
ど
の
場
合
、
朝
の
暗
い
う
ち
か
ら
一
家
揃
っ
て
市
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
ボ
ロ
市
に
行
く
こ
と
は
そ
の
年
の
厄
落
と
し
で
あ
っ
た
か
ら
必
ず
行
く
も
の

で
、い
く
ら
か
銭
を
置
い
て
く
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
見
る
と〔
恵

津
森　

一
九
八
三　

九
五
頁
〕、
そ
こ
に
は
多
少
の
宗
教
的
側
面
す
ら
存
在
し
た
と
さ

え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

❺
昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
治
安
問
題

第
二
次
大
戦
終
了
直
後
の
時
代
に
お
け
る
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
は
、
最
盛
期
の
時
代

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
盛
況
さ
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
戦
前 

と
同
じ
よ
う
に
年
々
の
市
立
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
の
よ
う
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に 
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取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
、
観
光
客
が
押
し
寄
せ
て
混
雑
す
る
こ 

と
も
な
く
、
の
ん
び
り
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
の
市
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
人
見　

二
〇
〇
〇　

五
六
頁
〕。
一
月
一
五
～
一
六
日
・
一
二
月
一
五
～
一
六
日
の
年
二
回
・

計
四
日
間
の
市
立
は
す
で
に
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
俗
に
「
四
日
の

市
」
と
称
し
て
い
た
。
出
店
数
は
最
盛
期
の
半
分
ほ
ど
に
あ
た
る
約
一
〇
〇
〇
店
ほ

ど
で
推
移
し
て
い
て
、そ
の
お
お
ま
か
な
業
種
構
成
は
①
農
機
具
商
・
②
際
物
商
（
宮

師
な
ど
）・
③
植
木
商
・
④
用
品
お
よ
び
雑
貨
商
の
四
分
野
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ

て
い
る
が
〔
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
一　

二
二
五
～
二
二
六
頁
〕、
①
は
か
つ
て
の

農
民
市
、
②
は
近
世
以
来
の
歳
の
市
、
③
は
大
正
期
以
来
の
植
木
市
、
④
は
昭
和
期

以
降
に
盛
況
化
す
る
雑
貨
市
と
し
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
と
面
影
と
を
伝
え
る
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
飲
食
店
や
見
世
物
類
な
ど
も
出

て
い
て
、
特
に
戦
後
の
現
代
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
骨
董
商
の
出
店
が
大
き

な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
総
店
数
の
実
に
三
分
の
一
は
古
物
・

骨
董
商
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
、
古
道
具
や
骨
董
陶
磁
器
・
書
画
類
な
ど
が
よ
く

売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
ボ
ロ
市
の
も
っ
と
も
大
き
な

特
色
と
い
え
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
神
棚
屋
や
農
機
具
屋

の
姿
は
今
で
も
見
ら
れ
る
し
、
決
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ち

な
み
に
、
一
九
五
八
年
頃
の
ボ
ロ
市
の
状
況
を
記
録
の
上
か
ら
見
て
み
る
と
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

朝
早
く
か
ら
見
世
物
の
太
鼓
・
銅
鑼
・
喇
叭
な
ど
が
響
き
、
拡
声
器
が
絶
え
ず

鳴
り
わ
た
り
、
二
〇
～
三
〇
万
人
の
客
で
終
日
身
動
き
も
で
き
な
い
雑
踏
を

呈
す
る
。
商
品
は
文
字
通
り
一
山
一
〇
円
の
ボ
ロ
布
切
れ
か
ら
、
衣
料
・
犂
・

鍬
・
杵
・
臼
・
植
木
・
神
棚
・
玩
具
等
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
わ
た
り
、
古
自
動
車

の
売
物
ま
で
出
現
し
、
こ
れ
を
目
あ
て
の
飲
食
店
も
開
か
れ
、
露
店
の
数
は
約

一
〇
〇
〇
軒
に
達
す
る
。
最
も
多
い
の
は
衣
料
商
で
、
全
体
の
約
四
分
の
一
、

そ
の
半
ば
ま
で
新
品
で
あ
る
〔
西
角
井　

一
九
五
八　

七
四
一
頁
〕。

こ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
一
九
六
〇
年
代
頃
の

出
店
調
査
結
果
を
見
て
も
、埼
玉
県
内
の
岩
槻（
宮
師
・
麻
縄
）や
所
沢（
竹
加
工
品
）

方
面
、
東
京
都
内
の
保
谷
・
田
無
・
調
布
・
国
領
（
農
具
）、
村
山
・
大
和
田
・
牟
礼
・

国
領
・
関
前
（
竹
加
工
品
）、
神
奈
川
県
内
の
川
崎
上
麻
生
（
鍛
冶
）・
菅
生
・
溝
ノ

口
（
竹
加
工
品
）
や
稲
毛
（
縁
起
物
）
な
ど
か
ら
、さ
か
ん
に
商
人
が
ボ
ロ
市
に
や
っ

て
き
て
お
り
、
し
か
も
数
世
代
に
わ
た
っ
て
出
店
を
続
け
て
い
る
業
者
も
多
い
と
い

う
結
果
が
出
て
い
る
〔
世
田
谷
区　

一
九
六
二　

九
六
三
頁
〕。
し
か
し
、
実
は
す
で

に
こ
の
頃
に
は
ボ
ロ
市
の
存
亡
を
か
け
た
一
大
事
件
が
生
起
し
つ
つ
あ
っ
て
、
そ
の

結
果
つ
い
に
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
一
二
月
に
は
、
市
が
休
止
に
追
い
込
ま

れ
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
北
条
氏
時
代
以
来
の
四
〇
〇
年

に
わ
た
る
市
の
歴
史
上
、
初
め
て
の
出
来
事
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
件
と
は
何
で

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
巨
万
の
人
出
に
よ
る
交
通
渋
滞
の
問
題
な
ど
も
あ
っ
た
も
の

の
、
主
と
し
て
そ
れ
は
市
を
め
ぐ
る
治
安
問
題
事
件
な
の
で
あ
っ
て
、
暴
力
団
系
テ

キ
ヤ
の
介
入
に
よ
る
市
の
運
営
の
混
乱
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
の
昭
和
で
い
え
ば
三
〇
年
代
、
ボ
ロ
市
の
風
紀
は
お
お
い
に
乱
れ

る
に
至
っ
た
。
他
所
の
寺
社
行
事
に
と
も
な
う
縁
日
市
と
同
様
、
暴
力
団
系
の
地
元

テ
キ
ヤ
一
家
が
そ
こ
に
勢
力
を
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
戦
後
、
道
路
交
通

法
に
も
と
づ
い
て
警
察
が
出
店
か
ら
わ
ず
か
な
道
路
使
用
料
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
市
の
臨
時
事
務
所
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
、
か
わ
り
に
暴
力
団
系
テ
キ
ヤ
一

家
が
進
出
し
て
き
て
、
い
つ
し
か
出
店
の
場
所
割
り
を
仕
切
る
よ
う
に
な
り
、
出
店

か
ら
は
「
掃
除
代
」
と
称
す
る
見
か
じ
め
料
的
な
上
納
金
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
そ
れ
が
一
家
の
資
金
源
と
な
り
、
し
た
が
わ
な
い
者
に
は
暴
力
的
な
制
裁
が
く

わ
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
出
店
露
天
商
に
も
暴
力
団
系

の
テ
キ
ヤ
が
多
く
入
り
込
ん
で
喧
嘩
や
恫
喝
が
絶
え
ず
、
つ
い
に
は
刃
傷
沙
汰
ま
で

起
き
る
と
い
う
始
末
で
、
市
が
終
わ
れ
ば
彼
ら
は
ゴ
ミ
を
片
付
け
る
こ
と
な
く
散
ら

か
し
た
ま
ま
去
っ
て
い
き
、
地
元
の
家
々
か
ら
戸
板
を
借
り
れ
ば
返
さ
ず
に
焚
き
木

に
し
て
燃
や
し
て
し
ま
う
、
民
家
の
庭
先
を
立
小
便
場
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た

ト
ラ
ブ
ル
が
数
か
ぎ
り
な
く
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
期
ま
で
見
ら
れ
た
、
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出
店
商
人
と
沿
道
住
民
と
の
密
接
な
関
係
は
す
で
に
な
く
、
市
を
通
じ
て
地
元
民
が

得
ら
れ
る
利
益
は
一
部
の
「
居
店
」
以
外
に
は
な
く
な
り
、
露
天
商
と
地
元
民
の
間

に
は
対
立
関
係
は
あ
っ
て
も
、
相
互
依
存
関
係
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
地

元
民
の
怒
り
は
つ
い
に
頂
点
に
達
し
、
ボ
ロ
市
へ
の
協
力
を
い
っ
さ
い
断
る
と
の
態

度
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
。
上
町
町
会
・
世
田
谷
警
察
署
・
出
店
者
側
と
の
再
三
の

協
議
の
結
果
、
と
う
と
う
ボ
ロ
市
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
こ
う
し
て
つ
い

に
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
一
二
月
の
市
は
休
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
を
報
じ
る
『
朝
日
新
聞
』（
同
年
一
二
月
七
日
版
）
に
は
、「
姿
消
す
世
田
谷
の
〝
ボ

ロ
市
”
―
目
立
つ
テ
キ
ヤ
進
出
、
地
元
が
自
粛
の
廃
止
―
」
の
見
出
し
で
、
次
の

よ
う
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

ボ
ロ
市
の
立
つ
の
は
毎
年
十
二
月
と
一
月
の
十
五
、十
六
日
。
同
区
世
田
谷
一

丁
目
の
通
称
ボ
ロ
市
通
り
約
一
キ
ロ
の
道
の
両
側
に
古
着
屋
、
古
金
物
屋
、
植

木
屋
な
ど
約
八
百
店
以
上
が
並
び
、
一
日
三
十
万
人
の
人
出
で
に
ぎ
わ
っ
て
き

た
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
昨
年
、
世
田
谷
署
が
行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

と
同
町
の
千
三
百
世
帯
の
う
ち
約
千
世
帯
が
「
廃
止
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意

見
。
批
判
の
第
一
は
、
戦
後
、
地
元
の
テ
キ
ヤ
が
ボ
ロ
市
を
仕
切
り
は
じ
め
た

こ
と
。
か
れ
ら
は
掃
除
代
と
称
し
て
約
三
十
人
の
〝
若
い
衆
”
が
日
に
何
度
も

地
元
商
店
に
金
を
せ
び
り
に
来
る
。
数
年
前
に
は
こ
の
掃
除
代
を
め
ぐ
っ
て
テ

キ
ヤ
同
士
の
殺
傷
ざ
た
ま
で
起
り
、
付
近
の
人
た
ち
を
ふ
る
え
上
が
ら
せ
た
。

そ
の
う
え
、
世
田
谷
署
の
調
べ
に
よ
る
と
、
地
割
り
を
担
当
し
て
い
る
地
元
の

島
崎
一
家
二
代
目
高
橋
分
家
で
は
、
八
百
余
の
露
店
か
ら
二
千
円
か
ら
五
千
円

の
〝
掃
除
代
”
を
取
上
げ
て
不
当
な
利
益
を
上
げ
て
い
た
と
い
う
。
批
判
の
第

二
は
交
通
マ
ヒ
。
人
出
の
ピ
ー
ク
に
は
約
五
万
人
の
客
が
つ
め
か
け
、
事
故
や

火
災
が
起
っ
て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
。
衛
生
の
面
で
も
、
便
所

の
設
備
が
な
い
た
め
、
道
端
の
ド
ブ
や
へ
い
が
使
用
さ
れ
、
い
や
な
に
お
い
が

半
月
も
残
る
。
こ
の
た
め
、
付
近
の
商
店
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
人
た
ち
か
ら

「
衛
生
上
も
悪
い
し
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
好
ま
し
く
な
い
」
と
、
手
き

び
し
い
非
難
の
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
世
田
谷
署
、
地
元
町

会
、
保
健
所
、
露
天
商
な
ど
が
数
回
会
合
を
重
ね
た
結
果
「
長
い
伝
統
が
あ
る

も
の
だ
が
、
や
む
を
得
な
い
」
と
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
。〔
二
木
世
田
谷
署
次
長

の
話
〕
地
元
の
人
た
ち
の
や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
意
向
と
、
警
視
庁
の
方
針
が

一
致
し
た
わ
け
で
、
警
察
が
押
付
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
日
は
廃
止
を
知
ら

な
い
露
天
商
も
来
て
、
い
く
ら
か
混
乱
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
責
任
を
も
っ
て

整
理
し
ま
す
。〔
二
代
目
高
橋
分
家
の
岡
庭
八
郎
さ
ん
の
話
〕
テ
キ
ヤ
と
暴
力
団

と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
別
の
も
の
だ
。
露
店
商
の
生
活
の
た
め
に
も
な
ん
と

か
続
け
さ
せ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
か
ら
都
議
や
区
長
に
話
し
、
な
ん
と
か
存
続
に

も
っ
て
ゆ
き
た
い
。〔
地
元
の
商
店
主
の
話
〕
ボ
ロ
市
が
終
る
と
残
る
の
は
ゴ
ミ

の
山
と
小
便
の
に
お
い
だ
け
で
す
。
子
ど
も
の
時
か
ら
親
し
ん
だ
ボ
ロ
市
が
な

く
な
る
の
は
さ
み
し
い
が
一
部
の
利
益
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
な
ら
、

な
く
な
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す

）
2
（

。

一
三
〇
〇
世
帯
中
の
一
〇
〇
〇
世
帯
が
ボ
ロ
市
の
廃
止
を
支
持
し
た
と
い
う
の

は
、
相
当
な
世
論
の
高
ま
り
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
の
廃
止
は
ま
っ
た
く
地

元
民
の
望
む
と
こ
ろ
な
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
の
一
方
で
伝
統
あ
る
市

を
何
と
か
続
け
て
い
っ
て
欲
し
い
と
の
要
望
も
ま
た
強
く
見
ら
れ
た
。
一
方
、
買
物

客
側
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
一
九
六
五
年
に
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
市
の
存
続
を
求
め
る
意
見
が
九
〇
％
を
占
め
て
い
る

と
い
う
結
果
が
出
て
お
り
、
地
元
と
来
訪
者
と
の
間
に
は
相
当
に
大
き
な
意
識
の
ず

れ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
納
得
し
う
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
、
こ
の

調
査
は
地
元
の
熊
沢
繁
雄
氏
ら
の
手
で
な
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
ボ
ロ 

市
へ
の
来
訪
者
は
世
田
谷
区
内
か
ら
六
四
％
、
杉
並
・
目
黒
・
大
田
区
内
か
ら
各 

三
～
四
％
、
川
崎
市
内
か
ら
四
％
と
な
っ
て
お
り
、
職
業
別
で
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン 

が
三
〇
％
、
建
築
関
係
・
商
業
関
係
が
各
五
％
、
農
家
が
四
％
、
無
職
の
学
生
が

二
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
市
に
毎
年
来
る
と
い
う
回
答
者
と
、
そ
う
で
な
い
と

い
う
回
答
者
と
の
比
は
と
も
に
五
〇
％
で
半
々
で
あ
り
、
市
で
何
を
買
っ
た
か
に
つ



国立歴史民俗博物館研究報告
第145集　2008年11月

396

い
て
は
、
植
木
二
九
・
一
％
、
工
具
一
二
・
四
％
、
雑
貨
一
二
・
八
％
、
玩
具
七
・
五
％
、

食
料
品
六
・
八
％
、
荒
物
六
・
三
％
、
古
物
古
着
六
・
〇
％
、
衣
類
五
・
一
％
、
農
具 

三
・
一
％
、
洋
品
二
・
八
％
、
家
具
三
・
一
％
、
電
気
製
品
二
・
九
％
、
履
物
一
・
七
％
、

そ
の
他
一
七
・
八
％
、
無
回
答
二
七
・
二
％
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
〔
熊
沢　

一
九
六
五　

一
六
～
一
七
頁
〕。

ボ
ロ
市
を
お
と
ず
れ
る
買
物
客
ら
の
、
市
に
対
す
る
こ
う
し
た
親
密
度
と
い
う 

も
の
も
無
視
し
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
は
、
当
然
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
結
局
、

一
九
六
四
年
一
二
月
の
市
は
休
止
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
実

際
に
一
旦
休
止
さ
れ
て
み
る
と
、
地
元
民
の
側
か
ら
も
長
年
慣
れ
親
し
ん
だ
地
域
の

伝
統
行
事
の
消
滅
を
惜
し
む
声
が
、
さ
か
ん
に
聞
か
れ
る
よ
う
に
も
な
り
、
何
と
か

こ
れ
を
再
開
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
、
き
わ
め
て
急
速
な
勢
い
で
高
ま
っ
て
い
っ
た

の
は
、
ま
っ
た
く
意
外
な
展
開
で
も
あ
っ
た
。
特
に
声
を
大
に
し
て
再
開
を
求
め
た

の
は
世
田
谷
区
当
局
お
よ
び
区
長
で
あ
っ
て
、
観
光
に
よ
る
地
元
振
興
対
策
の
側
面

も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
区
当
局
は
た
だ
ち
に
関
係
者
間
の
仲
裁
に
乗
り
出

し
、
即
時
再
開
に
向
け
た
基
本
方
針
が
か
た
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
ボ
ロ
市
は

廃
止
決
定
の
わ
ず
か
一
週
間
後
に
、
早
く
も
復
活
の
動
き
を
見
せ
、
同
年
一
二
月
の

市
は
休
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
も
の
の
、
翌
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
一
月

の
市
か
ら
そ
れ
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
広
範
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
て
、
ま
さ

に
急
転
直
下
、
そ
れ
が
実
現
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
世
田
谷
区
当
局
の
肝
入
り 

で
、
市
の
運
営
団
体
と
し
て
新
た
に
「
世
田
谷
ボ
ロ
市
推
進
委
員
会
」
が
一
九
六
四

年
内
に
た
だ
ち
に
結
成
さ
れ
、
翌
年
一
月
の
市
の
再
興
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
休
止
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
に
し
て
市
が
再
開
さ
れ
る
に
至
っ 

た
わ
け
で
、
新
聞
な
ど
に
も
大
き
く
そ
の
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。『
朝
日
新
聞
』
の

一
九
六
四
年
一
二
月
一
五
日
版
に
載
せ
ら
れ
た
「
ボ
ロ
市
を
続
け
た
い
―
世
田
谷

区
長
が
呼
び
か
け
、
地
元
も
ほ
ぼ
了
承
―
」
の
見
出
し
付
き
の
記
事
に
は
、
以
下

の
よ
う
に
こ
れ
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
。

テ
キ
ヤ
の
進
出
、
交
通
マ
ヒ
、
防
火
、
衛
生
上
の
心
配
か
ら
さ
る
七
日
、
地
元

が
廃
止
に
踏
切
っ
た
東
京
・
世
田
谷
の
〝
ボ
ロ
市
”
を
来
年
の
一
月
十
五
日
か

ら
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
佐
野
保
房
世
田
谷
区
長
を
中
心
に
起
っ
て
い

る
。
規
模
の
縮
小
―
廃
止
―
復
活
と
め
ま
ぐ
る
し
い
変
り
よ
う
だ
が
、
地
元

で
は
「
廃
止
に
な
る
と
い
う
の
で
喜
ん
で
い
た
の
に
―
復
活
す
る
な
ら
、
清

潔
で
、
近
代
的
な
〝
ボ
ロ
市
”
に
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
声
が
強
い
。
地

元
の
世
田
谷
一
丁
目
町
会
（
大
場
信
邦
会
長
）
が
ボ
ロ
市
の
廃
止
を
き
め
た
の

は
さ
る
七
日
。
八
日
に
は
昨
年
の
出
店
届
け
を
た
よ
り
に
七
百
三
十
店
の
露
天

商
に
廃
止
の
通
知
を
発
送
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
京
街
商
組
合
は
同
区
当
局

や
世
田
谷
署
に
「
続
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
申
入
れ
を
く
り
返
し
て
い
た
が
、

十
三
日
、
区
長
か
ら
地
元
に
「
伝
統
あ
る
区
の
名
物
を
消
し
た
く
な
い
。
区 

と
し
て
も
簡
易
便
所
を
設
置
し
て
衛
生
上
の
不
満
を
解
決
す
る
。
再
開
し
て
は

―
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
。
区
長
の
要
請
で
地
元
が
開
い
た
会
合
で
の

こ
と
だ
が
、
こ
の
席
上
、
鈴
木
光
昭
世
田
谷
署
長
も
「
取
締
り
を
強
化
す
る
か

ら
、
商
店
会
が
主
催
し
て
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
」
と
勧
め
た
と
い
う
。
こ
の

た
め
、
地
元
の
商
店
会
は
①
露
店
の
地
割
を
警
察
で
や
り
、
テ
キ
ヤ
に
主
導
権

を
渡
さ
な
い
②
地
元
商
店
か
ら
優
先
的
に
出
店
さ
せ
る
③
警
察
は
パ
ト
ロ
ー
ル

を
強
化
し
て
事
故
防
止
に
努
め
る
④
区
役
所
が
便
所
を
設
置
す
る
、
な
ど
の
条

件
で
〝
ボ
ロ
市
”
の
主
催
を
ほ
ぼ
了
承
し
た
。〝
ボ
ロ
市
”
近
代
化
の
具
体
的

な
方
法
は
十
八
日
の
開
か
れ
る
地
元
四
商
店
会
の
話
合
い
で
決
定
さ
れ
る
。〔
佐

野
区
長
の
話
〕
時
代
感
覚
に
合
う
形
で
区
民
に
う
る
お
い
を
与
え
る
こ
と
が
必

要
だ
。
こ
の
た
め
、
区
役
所
も
助
力
し
た
い
。
再
出
発
だ
か
ら
名
前
も
〝
何
で

も
市
”
と
い
う
よ
う
に
変
え
た
ら
ど
う
か
。〔
鈴
木
世
田
谷
署
長
の
話
〕
先
日
の

廃
止
の
決
定
以
来
テ
キ
ヤ
に
も
反
省
の
色
が
み
え
る
し
、
由
緒
あ
る
も
の
な
の

で
、
再
出
発
す
る
な
ら
協
力
し
た
い
。
地
割
り
は
警
察
が
指
導
す
る

）
3
（

。

か
く
し
て
ボ
ロ
市
は
復
活
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
再
開
後
の
ボ
ロ
市
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
運
営
を
推
進
委
が
掌
握
し
て
民
主
化
に
つ
と
め
、
暴
力
団
系

テ
キ
ヤ
一
家
の
介
入
を
そ
こ
か
ら
排
除
し
て
い
く
と
い
う
基
本
方
針
が
つ
ら
ぬ
か
れ
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て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
店
の
地
割
り
を
警
察
直
轄
と
し
、
出
店
希
望
者
の
審

査
を
厳
格
に
お
こ
な
っ
て
暴
力
団
系
の
出
店
を
許
可
せ
ず
、
地
元
出
店
者
を
優
先
さ

せ
る
、当
日
は
多
数
の
警
官
を
配
置
し
て
万
全
の
警
備
体
制
を
敷
き
、不
法
な
暴
力
・

報
復
行
為
を
封
じ
込
め
る
、
と
い
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
区
側
も

こ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
簡
易
便
所
が
初
め
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
こ
れ
で

衛
生
問
題
も
解
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
再
開
さ
れ
た
一
九
六
五
年
一
月
の
ボ
ロ
市
の

様
子
は
、『
朝
日
新
聞
』
の
同
年
一
月
一
五
日
版
に
、「
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
―
〝
命

拾
い
”し
て
店
開
き
―
」と
の
見
出
し
付
き
で
、以
下
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

三
百
八
十
六
年
の
伝
統
を
持
つ
世
田
谷
名
物
〝
ボ
ロ
市
”
が
十
五
日
か
ら
開
か

れ
た
。
同
区
世
田
谷
一
丁
目
の
旧
大
山
街
道
に
は
、
全
国
各
地
か
ら
集
ま
っ 

た
約
四
百
店
の
出
店
が
立
ち
並
ん
だ
。
こ
の
市
は
、
毎
年
、
一
月
と
十
二
月
の

十
五
、六
日
に
開
か
れ
て
い
た
が
「
迷
惑
す
る
」
と
い
う
地
元
の
反
対
か
ら
、

昨
年
暮
れ
は
い
っ
た
ん
中
止
、
伝
統
を
な
く
す
の
は
惜
し
い
と
い
う
多
く
の
声

に
よ
り
、
改
善
し
た
形
で
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
復
活
し
た
も
の
。
廃
止
の
大

き
な
理
由
と
な
っ
た
環
境
衛
生
、
交
通
混
雑
、
火
災
予
防
な
ど
に
つ
き
、
警
察

で
は
百
六
十
人
の
警
官
を
動
員
し
警
備
と
交
通
整
理
に
万
全
を
期
し
、
同
区
役

所
で
も
五
か
所
に
仮
設
ト
イ
レ
を
作
っ
た
。
出
店
の
範
囲
が
三
分
の
一
に
縮
小

さ
れ
た
う
え
、
い
ま
ま
で
街
商
組
合
が
一
括
し
て
行
な
っ
て
い
た
出
店
の
〝
地

割
り
”
を
、
こ
ん
ど
か
ら
警
察
立
ち
会
い
の
も
と
に
、
個
人
別
に
や
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
開
店
が
も
た
つ
き
、
順
番
を
待
つ
露
店
商
人
が
朝
八
時
半
か
ら

ズ
ラ
リ
行
列
を
作
る
し
ま
つ
。
全
店
が
出
そ
ろ
っ
た
の
は
午
前
十
一
時
す
ぎ
。

「
掘
り
出
し
物
で
も
」
と
は
や
ば
や
と
や
っ
て
き
た
三
千
人
ば
か
り
の
買
い
物

客
は
、
店
が
開
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
と
ま
ど
っ
た
表
情
。
正
午
近

く
に
な
っ
て
人
出
も
約
一
万
人
と
な
り
、
よ
う
や
く
ボ
ロ
市
ら
し
い
活
気
を
見

せ
て
き
た
。
な
お
、
あ
す
十
六
日
も
夜
ま
で
市
が
立
つ

）
4
（

。

新
方
式
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
何
し
ろ
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の

よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
不
慣
れ
な
面
も
見
ら
れ
た
も
の
の
、
以
後
は
こ
の
態
勢
も
定
着

し
て
い
き
、
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
は
今
日
見
る
よ
う
な
盛
況
さ
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
一
九
六
五
年
以
降
の
ボ
ロ
市
は
こ
の
よ
う
に
、
テ
キ
ヤ
支
配
か
ら
の
脱

却
と
民
主
的
な
運
営
、
そ
し
て
地
元
主
導
型
の
雑
貨
市
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
長
い
市
立
の
歴
史
を
経
て
初
め
て
そ
こ
に
至
っ
た
、
ひ
と
つ
の
到

達
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
こ
に
は
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
縁
日
市
の

あ
り
方
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

❻
ボ
ロ
市
保
存
会
の
発
足

復
活
後
の
ボ
ロ
市
の
主
催
者
と
な
っ
た
「
世
田
谷
ボ
ロ
市
推
進
委
員
会
」
は
上
述

の
よ
う
に
、
一
九
六
四
年
一
二
月
に
結
成
さ
れ
て
一
九
六
五
年
以
降
の
市
の
運
営
に

あ
た
っ
て
い
る
。
推
進
委
（
後
の
保
存
会
）
は
地
元
有
志
や
商
店
会
、
消
防
・
警
察

関
係
者
ら
で
構
成
さ
れ
、
代
表
に
は
旧
代
官
家
で
あ
る
大
場
家
第
一
五
代
当
主
、
大

場
信
邦
氏
が
就
任
さ
れ
た
（
現
在
は
そ
の
後
継
者
の
大
場
信
秀
氏
）。
大
場
家
は
そ

の
後
も
旧
代
官
屋
敷
敷
地
内
に
居
宅
を
持
っ
て
世
田
谷
に
住
み
続
け
、
現
在
の
世
田

谷
信
用
金
庫
を
創
設
す
る
な
ど
諸
事
業
を
展
開
し
つ
つ
、
代
々
の
当
主
は
地
元
の
要

職
を
歴
任
し
て
こ
ら
れ
た
。
相
談
役
に
は
当
初
、
元
警
視
総
監
の
原
文
兵
衛
氏
が
就

任
さ
れ
た
が
、
以
後
も
後
藤
田
正
晴
・
井
上
幸
彦
氏
ら
の
警
視
総
監
・
警
察
庁
長
官

Ｏ
Ｂ
が
代
々
の
相
談
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
警
察
主
導
型
の
組
織
構
成

は
、
暴
力
団
排
除
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
た
め
で
、
民
間
主
導
型
で

は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
た
め
に
、
警
察
の
強
い
力
を
前
面
に
押
し
出
す
結
果
と

な
っ
た
。
推
進
委
は
暴
力
団
系
の
テ
キ
ヤ
を
出
店
さ
せ
な
い
か
わ
り
に
、
地
元
商
店

会
な
ど
に
ボ
ロ
市
へ
の
積
極
的
な
参
加
と
出
店
を
呼
び
か
け
、
地
元
農
協
の
園
芸
組

合
な
ど
に
も
植
木
販
売
の
出
店
を
し
て
く
れ
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
て
、
植
木
市
の

側
面
の
補
強
を
は
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
新
し
い
ボ
ロ
市
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の

専
門
店
が
出
店
し
、
ど
こ
の
縁
日
市
に
い
っ
て
も
見
ら
れ
る
あ
り
き
た
り
の
露
店
構

成
か
ら
脱
し
て
、
よ
り
専
門
性
の
強
い
ユ
ニ
ー
ク
な
店
々
が
並
び
、
非
常
に
特
色
の
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あ
る
露
店
市
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
市
に
集
ま
る
買
物
客
や
観
光
客
に
と
っ
て
も
、
大

き
な
魅
力
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
ボ
ロ
市
か
ら
テ
キ
ヤ
の
姿
が
す
っ
か
り
消
え
、
治
安
・
衛
生
環
境
は
飛

躍
的
に
向
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
テ
キ
ヤ
一
家
側
も
黙
っ
て
こ
れ
に
し
た
が
っ

た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
暴
力
団
系
の
テ
キ
ヤ
は
み
な
市
か
ら
引
き
上
げ
た
と

は
い
う
も
の
の
、
彼
ら
は
陰
で
ボ
ロ
市
再
開
時
の
出
店
者
に
対
す
る
圧
力
を
か
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
嫌
が
ら
せ
行
為
を
繰
り
返
し
た
の
で
、
そ
れ
に
屈
服
し
た
出

店
者
が
続
々
と
出
店
を
と
り
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
再
開
後
第
一

回
目
の
一
九
六
五
年
一
月
の
市
に
お
け
る
出
店
数
が
、
予
想
を
下
回
る
四
〇
〇
軒
ほ

ど
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
地
元
商
店

仲
間
の
結
束
は
固
く
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
陰
湿
な
脅
迫
を
は
ね
の
け
つ
つ
、
警
察

に
よ
る
取
締
の
強
化
も
な
さ
れ
て
、
同
年
一
二
月
の
市
か
ら
は
出
店
数
が
増
加
に
転

じ
、再
び
の
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。暴
力
団
系
テ
キ
ヤ
一
家
は
そ
の
後
も
、

市
へ
の
侵
入
を
何
度
か
こ
こ
ろ
み
た
が
、
推
進
委
は
出
店
者
の
き
び
し
い
身
元
審
査

を
お
こ
な
い
、
テ
キ
ヤ
系
の
「
仮
面
店
舗
」
二
〇
軒
ほ
ど
を
摘
発
し
て
出
店
許
可
を

剥
奪
し
、
最
終
的
に
暴
力
団
系
テ
キ
ヤ
の
完
全
追
放
が
よ
う
や
く
こ
こ
に
達
成
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
推
進
委
と
い
う
形
で
地
元
と
警
察
と
の
連
携
態
勢
を
組
織
し
、
暴
力

団
系
テ
キ
ヤ
を
完
全
に
排
除
し
て
、
誰
で
も
気
軽
に
買
物
を
楽
し
め
る
治
安
の
よ
い

安
全
・
安
心
な
露
店
市
の
運
営
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
の
や
り
方
は
、
後
に
「
世
田
谷

方
式
」・「
ボ
ロ
市
方
式
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
祭
り
・
縁
日
の
優
等
生

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
他
所
で
も
こ
れ
に
な
ら
お
う
と
す
る
動

き
が
出
て
き
た
。
暴
力
団
系
テ
キ
ヤ
の
介
入
・
支
配
に
悩
む
全
国
各
地
の
寺
社
祭
礼
・

縁
日
市
の
関
係
者
や
神
職
ら
が
、
世
田
谷
ま
で
視
察
に
お
と
ず
れ
、
推
進
委
と
相
談

を
し
て
い
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。
今
日
の
出
店
者
の
中
に
は
、「
世
田
谷
の
ボ
ロ
市

に
は
ヤ
ク
ザ
が
い
な
い
の
で
」
安
心
で
き
、
こ
こ
に
し
か
出
店
し
な
い
と
語
る
露
天

商
も
い
る
の
で
あ
っ
て
〔
西
脇　

二
〇
〇
三　

二
頁
〕、
改
革
の
成
果
は
そ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
九
月
二
九
日
、
世
田
谷
区
文
化
財
保
護
審
議
委
員
会

は
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
を
区
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
を

契
機
に
推
進
委
は
「
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
保
存
会
」
と
名
称
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
以
来
、
保
存
会
は
現
在
の
ボ
ロ
市
の
実
質
的
な
運
営
母
体
と
な
っ
て
お
り
、
会

場
の
設
営
や
運
営
・
警
備
、
出
店
者
の
受
付
や
審
査
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
行
事

の
実
施
や
Ｐ
Ｒ
活
動
な
ど
を
、
全
面
的
に
管
轄
し
て
い
る
。
ボ
ロ
市
へ
の
出
店
希
望

者
は
、
例
年
一
一
月
中
に
保
存
会
へ
の
申
請
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

今
日
で
は
地
元
商
店
の
み
な
ら
ず
関
東
一
円
、
さ
ら
に
は
東
北
・
中
部
・
近
畿
・
中

国
地
方
な
ど
か
ら
も
出
店
希
望
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
化
の
傾
向
を
見

せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
暴
力
団
系
の
露
店
商
ら
は
完
全
に
排

除
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
出
店
も
独
立
し
た
地
元
内
外
の
専
門
店
・
業
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
市
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
出
店
の
場
所
割
も
今
で
は
保
存
会

が
民
主
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
毎
年
同
じ
場
所
に
同
じ
店
が
出
る
よ
う
に
極
力

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
出
店
位
置
を
あ
ま
り
頻
繁
に
変
更
す
る
と
出
店
者
も
不
都

合
で
あ
る
う
え
、
買
物
客
も
そ
の
位
置
を
覚
え
て
い
て
毎
年
同
じ
店
に
来
る
た
め
、

そ
の
店
を
探
し
に
く
く
な
る
。
出
店
者
が
途
絶
え
た
空
き
区
画
に
は
新
規
の
出
店
を

認
め
て
い
る
が
、
出
店
希
望
者
は
非
常
に
多
い
の
で
、
新
た
な
参
入
は
ほ
と
ん
ど
困

難
と
な
っ
て
い
る
。
出
店
一
軒
あ
た
り
の
単
位
区
画
は
、
間
口
二
m
・
奥
行
一
m
ほ

ど
の
せ
ま
い
面
積
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
一
マ
ス
」
と
数
え
る
。
特
に
多
く
の
面
積

区
画
を
必
要
と
す
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
二
～
三
マ
ス
分
を
割
り
当
て
る

が
、
植
木
商
な
ど
の
場
合
は
、
隣
接
す
る
鎮
守
社
の
天
祖
神
社
の
境
内
地
な
ど
に
配

置
し
て
何
マ
ス
分
も
の
広
い
面
積
を
与
え
て
い
る
。
道
路
端
の
縁
石
に
は
、
ペ
ン
キ

で
区
画
の
境
界
線
と
番
号
と
が
毎
年
、
保
存
会
の
手
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
出

店
業
者
ら
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
整
然
と
店
を
出
す
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

現
在
の
ボ
ロ
市
の
出
店
範
囲
は
、
上
町
周
辺
の
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
範
囲
内
に
限
定

さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
交
通
渋
滞
や
近
隣
へ
の
迷
惑
な
ど
に
配
慮
す
る
と
、
も
う

こ
れ
以
上
は
拡
大
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
い
る
の
で
、
出
店
数
は
す
で
に
限
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界
・
飽
和
状
態
に
ま
で
達
し
て
お
り
、
今
後
の
出
店
増
加
は
見
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
少
し
で
も
空
い
た
場
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
出
店
を
入
れ
て
き
て
い
る
の
で
、

現
在
で
は
ボ
ロ
市
通
り
の
路
上
の
み
な
ら
ず
、
関
係
諸
団
体
と
も
交
渉
を
し
、
先
の

天
祖
神
社
境
内
の
ほ
か
、
代
官
屋
敷
の
敷
地
内
、
世
田
谷
信
用
金
庫
の
駐
車
場
な
ど

も
開
放
し
て
も
ら
っ
て
、
出
店
空
間
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
足

り
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
お
と
ず
れ
る
買
物
客
・
観
光
客
は
年
々

多
く
、
二
〇
万
人
台
を
維
持
し
て
お
り
、
ま
す
ま
す
盛
況
化
し
つ
つ
あ
る
。
市
の
名

物
な
ど
も
い
ろ
い
ろ
生
み
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
地
元
商
店
会
で

あ
る
桜
栄
会
の
会
長
で
あ
っ
た
河
原
春
雄
氏
が
考
案
し
た
「
代
官
餅
」
な
ど
は
〔
世

田
谷
区
生
活
文
化
部
文
化
・
交
流
課
（
編
）　

一
九
九
九　

一
五
八
頁
〕、
大
変
な
売
上
を

見
せ
て
い
て
、
骨
董
屋
の
売
物
に
も
掘
り
出
し
物
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
評
判
を
呼

ん
で
お
り
、
時
折
は
貴
重
な
美
術
品
な
ど
が
ボ
ロ
市
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
見

ら
れ
る

）
5
（

。
店
に
よ
っ
て
は
年
間
売
上
の
半
分
を
、
四
日
間
の
市
で
稼
ぐ
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
近
年
で
は
保
存
会
の
手
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
行
事
な
ど
も
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
一
月
・
一
二
月
の
一
五
日
の
市
の
初
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
盛
大
な

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
が
挙
行
さ
れ
、
近
世
の
代
官
見
廻
行
列
を
再
現
し
た

パ
レ
ー
ド
な
ど
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
長
沢　

二
〇
〇
六　

一
〇
五
～
一
〇
六

頁
〕。
今
日
の
ボ
ロ
市
の
発
展
は
、
ま
っ
た
く
保
存
会
に
集
ま
る
地
元
有
志
ら
の
尽

力
の
た
ま
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
企
画
力
・
運
営
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が

あ
る
。
参
考
ま
で
に
現
在
の
保
存
会
の
会
則
を
、
以
下
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ

う
。せ

た
が
や
ボ
ロ
市
保
存
会
会
則

　

第
1
章　

総
則

第
1

 

条　
（
名
称
）
こ
の
会
は
、
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
保
存
会
（
以
下
「
保
存
会
」

と
い
う
）
と
称
す
る
。

第
2 

条　

こ
の
会
は
、
事
務
所
を
東
京
都
世
田
谷
区
世
田
谷
1
丁
目
23
番
地
5
号

の
天
祖
神
社
社
務
所
に
置
く
。

第
3 

条　
（
目
的
）
こ
の
会
は
、
伝
統
あ
る
、
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
の
実
施
と
保
存

の
た
め
、
そ
の
維
持
発
展
に
必
要
な
環
境
整
備
に
つ
と
め
、
円
滑
な
る
運
営

を
は
か
り
歴
史
的
、
文
化
的
価
値
の
高
い
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
を
後
世
に
伝
承

し
、
地
域
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
4 

条　
（
事
業
）
こ
の
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業

を
行
う
。（
1
）「
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
」
の
実
施
と
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

（
2
）「
代
官
市
町
見
廻
行
列
」
の
実
施
と
保
存
に
関
す
る
こ
と
。（
3
）「
ホ

タ
ル
祭
り
と
サ
ギ
草
市
」
の
実
施
と
保
存
に
関
す
る
こ
と
。（
4
）
そ
の
他
、

こ
の
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
。

　

第
2
章　

委
員
、
役
員

第
5 

条　
（
委
員
）
保
存
会
の
委
員
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
6 

条　
（
役
員
の
種
別
と
定
数
）
こ
の
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。（
1
）
会
長

1
名
。（
2
）
副
会
長
2
名
。（
3
）
会
計
2
名
。（
4
）
監
事
2
名
。

第
7 

条　
（
役
員
の
選
任
）
こ
の
会
の
会
長
は
、
役
員
会
に
お
い
て
選
任
し
、
副

会
長
以
下
の
役
員
は
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
8 

条　
（
委
員
、役
員
の
任
期
）委
員
、役
員
の
任
期
は
3
年
と
す
る
。
た
だ
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
9 

条　
（
顧
問
及
び
相
談
役
）
こ
の
会
に
、
名
誉
役
員
と
し
て
顧
問
及
び
相
談

役
を
若
干
名
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
3
章　

会
議

第
10 

条　
（
会
議
の
種
別
）
こ
の
会
の
会
議
は
、
役
員
会
、
部
会
、
拡
大
会
議
等

と
す
る
。

第
11  

条　
（
役
員
会
の
開
催
）
役
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
会
長
が
召
集
し
て
、

議
長
は
会
長
が
当
た
る
。

　

第
4
章　

組
織

第
12 
条　
（
部
会
）
こ
の
会
の
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
、
次
の
常
設 

部
会
を
置
き
、
必
要
に
よ
り
特
別
委
員
会
を
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
1
）
総
務
部
会
。（
2
）
事
業
部
会
。（
3
）
管
理
部
会
。
2
、
前
号
の
部

会
は
、
こ
の
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
事
項
を
検
討
し
執
行
す
る
。

第
13 

条　
（
部
員
の
構
成
）
部
員
は
、
保
存
会
委
員
で
構
成
し
、
部
長
及
び
担
当

責
任
者
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

　

第
5
章　

財
産
及
び
会
計

第
14 
条　
（
資
産
の
構
成
）
こ
の
会
の
財
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構

成
す
る
。（
1
）
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
財
産
。（
2
）
会
計
年
度
内
に
お

け
る
、
次
に
掲
げ
る
収
入
。
ア
、
出
店
料
。
イ
、
補
助
金
。
ウ
、
寄
附
金
。

エ
、
財
産
か
ら
生
ず
る
果
実
。
オ
、
そ
の
他
の
収
入
。

第
15 

条　
（
財
産
の
管
理
）
こ
の
会
の
財
産
は
、
会
長
が
管
理
し
、
そ
の
方
法
は

役
員
会
の
決
議
を
経
て
会
長
が
別
に
定
め
る
。

第
16 

条　
（
収
支
予
算
及
び
決
算
）
こ
の
会
の
収
支
予
算
は
、
年
度
開
始
前
に
役

員
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
、
終
始
決
算
は
年
度
終
了
後
2
ヶ
月
以
内
に
、
終

始
決
算
書
及
び
財
産
目
録
を
添
え
て
監
事
の
監
査
を
経
て
、
役
員
会
の
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
17 

条　
（
特
別
会
計
）
こ
の
会
は
、
役
員
会
の
承
認
を
経
て
、
特
別
会
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
18 

条　
（
会
計
年
度
）
こ
の
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
4
月
1
日
に
始
ま
り
翌

年
3
月
31
日
迄
。

　

第
6
章　

事
務
局
及
び
職
員

第
19 

条　
（
事
務
局
の
設
置
等
）
こ
の
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
、
事
務
局

を
置
く
。
2
、
事
務
局
に
は
、
必
要
な
職
員
を
置
き
、
職
員
の
任
免
は
会
長

が
行
う
。

　

第
7
章　

雑
則

第
20 

条　
（
委
任
）
こ
の
会
則
の
施
行
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
役
員
会
の
承

認
を
経
て
別
に
定
め
る
。

　

附 

則　

1
、
こ
の
会
則
は
、
平
成
5
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
2
、
こ
の

会
則
は
平
成
11
年
4
月
1
日
か
ら
一
部
改
正
す
る
。

第
4
条
の
規
定
に
も
あ
る
よ
う
に
、
今
日
の
保
存
会
の
活
動
は
ボ
ロ
市
の
運
営
の

み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
に
ま
で
お
よ
ん
で
お
り
、
世
田
谷
地
域

の
中
核
的
な
文
化
振
興
団
体
と
し
て
成
長
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
）
6
（

。
❼
現
代
の
世
田
谷
の
ボ
ロ
市

さ
て
最
後
に
、
現
在
の
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
が
ど
の
よ
う
な
規
模
で
開
催
さ
れ
て
い

る
の
か
、
そ
の
出
店
状
況
は
い
か
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

関
す
る
実
態
に
つ
い
て
も
、
少
々
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
に
お
け
る
出

店
構
成
の
実
態
調
査
は
、
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
年
）
に
北
村
嘉
行
の
手
で
詳
細

な
集
計
・
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
が
〔
北
村　

一
九
六
三　

三
～
一
四
頁
〕、
第
二
次

大
戦
後
の
テ
キ
ヤ
時
代
に
お
け
る
最
後
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ

は
大
変
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
こ
う
し
た
調
査
・
報
告
が
な

さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
以
降
の
市
の
画
期
的
な
運
営
の
転

換
・
改
革
後
の
動
向
を
、
一
度
は
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
は
今
後

の
ボ
ロ
市
の
め
ざ
す
べ
き
方
向
を
考
え
て
い
く
た
め
に
も
、
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
こ
で
は
北
村
に
よ
る
調
査
以
来
、
約
四
〇
年
後
の
ボ
ロ
市
の
実
態
が
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て
、
少
し
見
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。

ま
ず
は
、
出
店
状
況
の
実
態
か
ら
見
て
み
よ
う
。
保
存
会
の
特
別
な
は
か
ら
い
と

協
力
に
よ
っ
て
筆
者
に
提
供
さ
れ
た
出
店
記
録
簿
な
ど
の
資
料
類
を
、
整
理
・
集
計

し
て
み
た
結
果
に
よ
る
な
ら
ば
、
二
〇
〇
四
年
時
現
在
の
出
店
実
態
は
、
表
3
に
掲

げ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
保
存
会
と
警
察
当
局
に
届
出
が
な
さ
れ
た

す
べ
て
の
出
店
者
数
が
、
そ
の
居
住
地
と
業
種
別
と
に
分
か
れ
て
集
計
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
て
の
時
代
と
違
っ
て
届
出
の
な
い
出
店
と
い
う
も
の
は
今
日
で
は
存
在
し
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表 3　2004年における地域別・業種別出店者数

出店者の居住地域 農
具

工
具

洋
品
衣
料

食
料
品

飲
食
店

荒
物

家
具
家
電

玩
具
文
具

正
月
用
品

植
木

履
物
雑
貨

古
物

そ
の
他

計

東京都都心地区（千代田・中央・文京・港） 2 1 9 7 19
〃 城東地区（江東・葛飾・江戸川・墨田） 1 6 3 1 1 3 8 2 25
〃 城北地区（荒川・北・台東・足立） 1 2 9 14 26
〃 城西地区（板橋・豊島・新宿・渋谷） 6 1 1 1 2 2 8 10 31
〃 城南地区（目黒・品川・大田） 6 1 2 1 10 8 1 29
〃 世田谷区 1 15 9 4 4 3 3 1 1 42 30 4 117
〃 　〃　（うち地元商店会） 8 15 20 7 2 14 13 5 2 86
〃 山手地区（中野・杉並・練馬） 4 2 5 17 28
〃 多摩東部地区（調布・狛江・府中） 1 2 1 4
〃 その他 1 3 1 1 3 1 3 3 15 18 1 50

関東（埼玉県） 1 3 2 4 2 2 18 29 61
　〃（神奈川県）  10 2 1 1 8 22 17 1 62
　〃（千葉県） 1 5 2 1 1 1 7 11 29
　〃（茨城・栃木・群馬県） 1 11 12 24
東北（青森・岩手・宮城・福島・山形県） 1 4 7 12
中部（富山・長野・岐阜・山梨・静岡県） 2 1 15 11 1 30
近畿（京都府） 1 1
中国（広島・山口県） 1 1 2
東京都内計 3 52 32 26 10 12 14 1 24 121 112 8 415
東京都外計 1 1 21 4 3 8 3 12 77 89 2 221
総計 1 4 73 36 26 13 12 22 4 36 198 201 10 636

な
い
の
で
、
全
出
店
者
は
こ
こ
に
完
全
に
補
足
・
把
握
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
年
の
出
店
数
は
計
六
三
六
軒

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
初
め
て
こ
こ
に
判
明
す
る
。

出
店
者
の
居
住
地
は
東
京
都
内
四
一
五
人
・
都
外
二
二
一

人
と
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
二
：
一
の
比
率
で
あ
る
。
都
内

の
出
店
者
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
く
て
四
分
の
一
ほ
ど
を
占

め
る
の
は
世
田
谷
区
内
の
出
店
者
で
あ
っ
て
一
一
七
人
を
数

え
、
し
か
も
そ
の
う
ち
八
六
人
は
地
元
三
団
体
（
桜
栄
会
・

世
田
谷
三
栄
会
・
農
協
園
芸
組
合
）
に
属
す
る
世
田
谷
地
区

の
商
店
主
・
園
芸
家
た
ち
で
あ
る
。
近
代
期
に
「
居
店
」
と

呼
ば
れ
な
が
ら
ボ
ロ
市
に
参
加
し
て
い
た
地
元
系
出
店
の
、

こ
れ
は
い
わ
ば
現
代
版
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か

つ
て
外
来
商
人
に
出
店
場
所
を
貸
し
、
自
ら
は
そ
の
一
部
が

仮
設
飲
食
店
を
そ
こ
に
開
く
と
い
う
形
で
、
部
分
的
に
市
立

に
参
加
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
沿
道
の
住
民
・
商
店

が
、
今
日
で
は
ボ
ロ
市
の
主
役
に
な
っ
て
い
る
。
暴
力
団
系

テ
キ
ヤ
を
排
除
し
、
地
元
民
こ
そ
が
市
の
主
人
公
と
な
っ
て

利
益
を
享
受
し
う
る
態
勢
を
模
索
し
て
き
た
一
九
六
五
年
の

改
革
の
成
果
が
、
こ
こ
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
の
ほ
か
の
都
内
の
出
店
者
は
、
二
三
区
・
多
摩

地
方
に
か
か
わ
る
東
京
都
内
の
ほ
ぼ
全
域
に
お
よ
ん
で
お

り
、
都
外
で
は
神
奈
川
・
埼
玉
・
千
葉
と
い
っ
た
隣
県
か
ら

の
出
店
者
が
非
常
に
多
い
。
南
関
東
一
円
を
中
心
と
し
た
、

き
わ
め
て
広
域
的
な
範
囲
か
ら
出
店
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
世
田
谷
地
域
を
中
心
と
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
縁

日
市
の
水
準
を
す
で
に
脱
し
て
い
る
さ
ま
も
、
そ
こ
に
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
今
日
で
は
、
出
店

　註）せたがやボロ市保存会の記録資料から筆者作成。
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の
誘
致
圏
は
東
北
・
中
部
・
近
畿
・
中
国
地
方
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
の
で

あ
っ
て
、
い
ま
や
こ
の
市
が
「
全
国
区
」
的
な
地
位
を
占
め
る
ま
で
に
至
っ

て
い
る
様
子
も
、こ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。以
前
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

出
店
の
業
種
別
区
分
で
見
る
な
ら
ば
、
古
物
商
二
〇
一
軒
・
雑
貨
商

一
九
八
軒
が
そ
の
主
軸
で
あ
っ
て
、
全
体
の
六
割
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
を
一
・
二
位
と
す
れ
ば
、
第
三
位
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
が

洋
品
・
衣
料
店
で
あ
っ
て
七
三
軒
を
記
録
し
て
い
る
。
現
代
の
ボ
ロ
市
は
こ

の
よ
う
に
、
主
と
し
て
骨
董
・
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
新
旧
衣
類
・

関
連
雑
貨
を
商
う
市
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
形
で
か
つ

て
の
中
古
市
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
都
内
に
お

け
る
現
代
の
非
テ
キ
ヤ
系
縁
日
市
に
共
通
す
る
傾
向
で
も
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
ノ
ミ
の
市
」
的
な
様
相
を
強
く
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
大

規
模
化
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
縁
日
市
か
ら
テ
キ

ヤ
を
排
除
す
れ
ば
、
お
好
み
焼
き
・
金
魚
す
く
い
・
風
船
釣
り
と
い
っ
た
子

供
相
手
の
、
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
露
天
商
が
消
え
う
せ
、
代
わ
り

に
大
人
相
手
の
趣
味
的
で
専
門
分
化
型
の
露
店
構
成
に
移
行
し
て
い
く
と
い

う
傾
向
は
、
確
か
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
次
に
掲
げ

る
表
4
は
、
テ
キ
ヤ
時
代
の
一
九
六
二
年
値
と
現
在
の
二
〇
〇
四
年
値
と
を

比
較
し
て
み
た
も
の
で
、
出
店
者
の
居
住
地
の
実
態
を
調
べ
て
み
た
も
の
で

あ
る
。

こ
の
四
〇
年
間
に
世
田
谷
区
内
の
出
店
者
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
お
り
、

一
一
六
人
か
ら
二
〇
三
人
と
増
え
て
い
て
、
二
倍
近
い
伸
び
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
東
京
二
三
区
内
の
出
店
者
は
、
都
心
地
区
以
外

は
大
幅
に
減
少
し
つ
つ
あ
っ
て
、
城
北
地
区
九
七
人
→
二
六
人
、
城
東
地
区

五
五
人
→
二
五
人
、
城
西
地
区
一
四
八
人
→
三
一
人
、
城
南
地
区
七
四
人
→

二
九
人
、
山
手
地
区
五
二
人
→
二
八
人
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

表 4　地域別出店者数の推移

出店者の居住地域 1962 年（昭和 37 年） 2004 年（平成 16 年）
東京都都心地区（千代田・中央・文京・港） 12 19

〃 城東地区（江東・葛飾・江戸川・墨田） 55 25
〃 城北地区（荒川・北・台東・足立） 97 26
〃 城西地区（板橋・豊島・新宿・渋谷） 148 31
〃 城南地区（目黒・品川・大田） 74 29
〃 世田谷区 116 203
〃 　〃　（うち地元地域） 35 86
〃 山手地区（中野・杉並・練馬） 52 28
〃 多摩東部地区（調布・狛江・府中） 23 4
〃 その他 13 50

関東（埼玉県） 69 61
　〃（神奈川県） 18 62
　〃（千葉県） 12 29
　〃（茨城・栃木・群馬県） 20 24
東北（青森・岩手・宮城・福島・山形県） 4 12
中部（富山・長野・岐阜・山梨・静岡県） 6 30
その他・不明 5 3
東京都内計 590 415
東京都外計 134 221
総計 724 636

　註）  1962年値は北村嘉行の、2004年値は筆者の調査による。世田谷区の項で「（うち地元地域）」とあるものは1962年値の場合、
当時のいわゆる「居店」の数を示したが、2004年値では地元商店会による出店数をそれにあてた。
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半
数
以
下
に
減
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
減
少
し
た
出
店
者
ら
は
ほ
と
ん
ど
テ

キ
ヤ
露
天
商
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
テ
キ
ヤ
か
ら
地
元
商
店
へ
の
比
重
の
移
行

が
、大
規
模
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、や
は
り
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

東
京
都
内
全
体
で
み
れ
ば
、
五
九
〇
人
か
ら
四
一
五
人
へ
の
減
少
と
な
っ
た
が
、
そ

の
穴
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
東
京
都
外
の
出
店
者
が
一
三
四
人
か
ら
二
二
一
人
へ

と
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
神
奈
川
・
千
葉
両
県
の
増
え
方
が
著
し
い
。

東
北
・
中
部
地
方
な
ど
の
出
店
者
も
一
様
に
増
え
て
き
て
お
り
、
全
国
化
へ
の
移 

行
が
顕
著
で
あ
る
。
と
は
い
え
総
店
数
で
み
れ
ば
、
七
二
四
軒
か
ら
六
三
六
軒
へ
と

一
〇
〇
軒
弱
の
減
少
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
出
店
範
囲
の
規
制
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
て
、
現
在
の
ボ
ロ
市
で
は
事
実
上
、
も
う
こ
れ
以
上
の

出
店
を
増
や
せ
な
い
と
い
う
限
界
点
に
達
し
て
お
り
、
頭
打
ち
状
態
が
続
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
次
の
表
5
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
一
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
軒
の

出
店
数
を
誇
っ
た
明
治
期
の
ボ
ロ
市
は
約
四
㎞
も
に
わ
た
る
長
大
な
出
店
範
囲
が

あ
っ
て
こ
そ
、
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
上
町
の
み
に
出
店
範
囲
が
限
定
さ

れ
、
し
か
も
明
治
・
大
正
期
に
比
べ
れ
ば
明
ら
か
に
衰
退
傾
向
に
あ
っ
た
昭
和
期
の

ボ
ロ
市
は
、
ほ
ぼ
七
〇
〇
～
八
〇
〇
軒
台
で
推
移
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
出
店

範
囲
が
さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
今
日
で
は
、
ほ
ぼ
六
〇
〇
軒
台
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
も
一
月
の
市
の
場
合
、
一
二
月
の
時
よ
り
は
幾
分
少
な
め
と
な 

り
、
雨
に
た
た
ら
れ
た
年
な
ど
に
は
四
五
〇
軒
ぐ
ら
い
に
減
少
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
一
月
の
ボ
ロ
市
は
成
人
の
日
と
も
重
な
っ
て
い
た
の
で
休
日
の
買
物
客
が
多

く
お
と
ず
れ
た
が
、
法
改
正
に
よ
っ
て
成
人
の
日
が
必
ず
し
も
一
月
一
五
日
に
は
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
客
の
入
り
も
減
っ
て
お
り
、
出
店
数
に
も
影
響

が
出
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
出
店
の
業
種
構
成
上
の
う
え
か
ら
見
る
と
、
農
具

屋
の
衰
退
、
雑
貨
・
古
物
商
の
増
加
と
い
っ
た
傾
向
も
、
き
わ
め
て
明
確
に
あ
ら
わ

れ
て
お
り
、
農
家
相
手
の
農
機
具
市
的
な
性
格
か
ら
、
今
日
の
雑
貨
市
・
骨
董
市
的

な
性
格
へ
の
変
化
を
、
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で

表 5　出店の業種構成の推移

調査年 総軒数 農
具

工
具

洋
品
衣
料

食
料
品

飲
食
店

荒
物

家
具
家
電

玩
具
文
具

正
月
用
品

庭
木

古
物

そ
の
他

計

1892 年（明治 25 年） 2,100 31 4 12 4 11 6 3 1 1 10 17 100

1907 年（明治 40 年） 1,596 4 5 19 4 6 2 3 1 23 33 100

1850 年（昭和 25 年） 832 7 7 28 13 2 9 10 3 2 15 4 100

1962 年（昭和 37 年） 722 4 4 17 3 8 2 1 9 4 32 18 3 100

1994 年（平成２年） 579  2 15 9 6 9 3 6 2 9 18 22 100

2004 年（平成 16 年） 636  1 12 6 4 2 2 3 1 6 31 32 100

註）  1892年～1962年の値は北村嘉行による[北村,1963:p.8]。1994年値は茂木真佐美の、2004年値は筆者の調査による。「総軒数」以外の
単位はすべて％である。場内・場外店をすべて含めて集計。「その他」には履物・雑貨を含める。1950年値の荒物には家具・家電を含
む。
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の
一
九
九
四
年
値
は
、
地
元
の
国
士
舘
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
茂
木
真
佐
美
に
よ

る
未
発
表
の
調
査
結
果
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
市
の
主
催
者
側
の
記
録
資
料
で

は
な
く
、
自
ら
の
踏
査
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
の
表
6
の
場
合
は
、
露
店
の
出
店
密
度
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
も
の
で
、
市

立
の
範
囲
を
①
横
宿
・
②
上
宿
東
部
・
③
上
宿
中
部
・
④
上
宿
西
部
・
⑤
大
山
通

り
の
五
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
こ
で
の
出
店
数
を
集
計
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分
は
図
5
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
①
は
図
中
の
A
～
C
間
、
②
は

B
～
D
間
、
③
は
D
～
Ｆ
間
、
④
は
Ｆ
～
H
間
、
⑤
は
I
～
Ｊ
間
に
そ
れ
ぞ
れ
あ

た
る
。
Ｅ
～
D
間
に
つ
い
て
は
沿
道
東
側
が
②
に
、
西
側
が
③
に
、
Ｇ
～
Ｆ
間
に

つ
い
て
は
沿
道
東
側
が
③
に
、
西
側
が
④
に
そ
れ
ぞ
れ
振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
市
立
の
中
心
は
、
も
ち
ろ
ん
②
～
④
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
露
店
の
立
ち

並
ぶ
旧
街
道
の
道
筋
を
、
今
で
は
「
ボ
ロ
市
通
り
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
ボ
ロ

市
通
り
が
上
宿
の
東
端
で
直
角
に
折
れ
曲
が
り
、
下
宿
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
南

北
方
向
の
道
筋
が
、
い
わ
ゆ
る
横
宿
で
あ
っ
て
①
に
あ
た
る
。
反
対
に
上
町
の
西

端
に
あ
っ
て
、
旧
大
山
街
道
・
矢
倉
沢
往
還
の
道
筋
を
残
す
沿
道
部
分
の
出
店
範

囲
が
⑤
と
な
る
。
こ
れ
ら
が
主
た
る
ボ
ロ
市
会
場
で
、
い
わ
ゆ
る
「
場
内
」
地
区

と
し
て
の
出
店
許
可
範
囲
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
範
域
は
時
代
ご
と
に
多
少
の

変
動
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
沿
道
部
分
と
は
別
に
、
天
祖
神
社
境
内
や
旧
代
官

屋
敷
・
世
田
谷
信
用
金
庫
の
敷
地
内
な
ど
に
も
出
店
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
れ
ら
を
除
外
し
て
、
あ
く
ま
で
も
沿
道
部
分
の
み
に
つ
い
て
集
計
が
な
さ

れ
て
い
る
。

場
外
を
含
ま
な
い
沿
道
出
店
数
は
横
宿
の
場
合
、
こ
の
約
四
〇
年
間
で
四
倍
以

上
に
増
え
て
い
る
が
、
出
店
範
囲
が
拡
張
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
一
九
六
二
年
頃

に
は
図
中
Ａ
～
Ｂ
間
が
場
内
で
、
Ｂ
Ｃ
間
は
場
外
の
ガ
リ
で
あ
っ
た
。
上
宿
東
部

は
四
〇
年
間
に
一
二
三
軒
か
ら
一
六
九
軒
に
、
同
西
部
は
八
七
～
九
四
軒
に
増
え

て
い
る
が
、
同
中
部
は
六
九
軒
か
ら
七
九
軒
へ
の
増
加
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
出

店
数
が
す
で
に
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
か
わ
り
に
同

表 6　沿道別出店数の実態

区間 道路延長 調査年 沿道出店数 場外出店数 計 出店密度
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ） （Ｂ／Ａ× 10）

横宿 240 ｍ 1962 26 48 ( 5) 74 1.1
1994 71 0 71 3.0
2003 114 － － 4.8

上宿東部 260 ｍ 1962 123 86 ( 5) 209 4.7
1994 139 0 139 5.3
2003 169 － － 6.5

上宿中部 150 ｍ 1962 69 131 ( 5) 200 4.6
1994 94 53 147 6.3
2003 79 － － 5.3

上宿西部 170 ｍ 1962 87 17 (10) 104 5.1
1994 89 0 89 5.2
2003 94 － － 5.5

大山通り 220 ｍ 1962 104 31 (10) 135 4.7
1994 133 0 133 6.0
2003 104 － － 4.7

計 1040 ｍ 1962 409 313 (35) 722 3.9
1994 526 53 579 5.6
2003 560 － － 5.4

註）  1962年値は北村嘉行、1994年値は茂木真佐美、2004年値は筆者調査による。1962年値の（　）内は居店の数。2004年値では
場外の出店数を集計していない。出店密度は道路10ｍあたりの軒数を示す。
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図 5　今日のボロ市の出店範囲（網かけ部分）



国立歴史民俗博物館研究報告
第145集　2008年11月

406

中
部
は
場
外
出
店
数
が
非
常
に
多
い
。
そ
の
点
、
出
店
範
囲
に
幾
分
か
の
余
裕
が
ま

だ
あ
っ
た
大
山
通
り
で
は
、
四
〇
九
軒
か
ら
五
六
〇
軒
へ
の
大
幅
な
増
加
を
示
す
こ

と
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
場
外
出
店
数
が
三
〇
〇
軒
以
上
も
見
ら
れ
、
最
大
の
ガ

リ
地
区
と
な
っ
て
い
た
。
道
路
一
〇
ｍ
あ
た
り
の
出
店
密
度
で
み
る
と
、
大
山
通
り

以
外
で
は
一
様
に
増
大
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
特
に
横
宿
の
そ
れ
は
顕
著
で
四
倍

以
上
に
も
拡
大
し
て
い
る
。
全
体
で
見
れ
ば
そ
の
密
度
は
一
九
六
二
年
の
三･

九
か

ら
二
〇
〇
三
年
の
五･

四
に
ま
で
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
密
集
化

の
様
相
を
見
せ
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
の
占
有
延
長
は
二
ｍ
に
も
満
た
な
い
と
い
う

計
算
結
果
と
な
る
。
な
お
ブ
ロ
ッ
ク
別
出
店
数
を
、
業
種
区
分
別
に
集
計
し
て
み
れ

ば
表
7
の
よ
う
に
な
る
。

さ
て
最
後
の
表
8
は
出
店
者
が
何
年
間
、
ボ
ロ
市
に
出
店
を
続
け
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
調
べ
て
み
た
結
果
で
あ
る
が
、保
存
会
が
二
〇
〇
一
年
に
全
出
店（
六
三
八

軒
）
に
対
し
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
答
か
ら
集
計
し
て
み
た
も
の
で 

あ
る
。
出
店
継
続
年
数
が
九
年
以
内
の
新
し
い
店
が
全
体
の
約
半
数
を
占
め
て
お

り
、
居
住
地
別
で
は
地
元
の
世
田
谷
区
内
（
八
一
軒
）
お
よ
び
埼
玉
・
神
奈
川
県 

内
（
三
四
・
三
六
軒
）
な
ど
が
非
常
に
多
く
、
業
種
別
で
は
履
物
・
雑
貨
（
一
一
七 

軒
）
が
一
位
を
占
め
て
古
物
（
九
三
軒
）、洋
品
衣
料
（
四
九
軒
）
が
こ
れ
に
続
く
。

こ
う
し
た
傾
向
は
二
〇
年
未
満
・
三
〇
年
未
満
で
も
ほ
ぼ
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
五
〇
年
以
上
も
ボ
ロ
市
に
来
て
い
る
と
い
う
老
舗
も
何
軒
か
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
世
田
谷
区
内
や
近
県
の
出
店
者
で
あ
る
が
、
東
京
二
三
区
内
に
は
ま
っ
た

く
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
や
は
り
、
テ
キ
ヤ
排
除
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
業

種
別
で
は
食
料
品
・
飲
食
店
・
家
具
家
電
・
玩
具
文
具
・
正
月
用
品
・
植
木
・
履
物

雑
貨
・
古
物
な
ど
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
そ
う
し
た
老
舗
出
店
者
が
見
ら
れ
る
。

中
に
は
七
〇
年
以
上
も
来
て
い
る
と
い
う
古
参
店
舗
も
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
七
〇
年

ど
こ
ろ
か
一
〇
〇
年
間
は
通
っ
て
い
る
、
一
体
い
つ
の
頃
か
ら
来
て
い
る
の
か
当
家

で
も
わ
か
ら
な
い
（
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
来
て
い
る
）、
両
親
や
祖
父
母
や
曽
祖
父

母
の
時
代
か
ら
通
っ
て
い
る
の
で
江
戸
時
代
以
来
で
あ
ろ
う
、
と
語
る
店
主
さ
え
存

在
す
る
。
確
実
な
線
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
最
古
級
と
呼
び
う
る
二
軒
が
い
ず
れ
も

地
元
世
田
谷
の
老
舗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
〇
〇
年
以
上
の
出
店
を
続
け

て
き
た
こ
と
に
ま
ず
ま
ち
が
い
は
な
い
。
そ
の
一
軒
は
「
天
野
煙
草
店
（
現
当
主
は

天
野
泰
久
氏
）」、
も
う
一
軒
は
甘
酒
売
り
の
「
武
蔵
屋
（
現
当
主
は
松
本
稔
氏
）」

で
あ
る
が
、両
店
と
も
か
つ
て
の「
居
店
」で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。さ
ら
に
、

神
棚
・
神
具
・
正
月
用
品
な
ど
を
売
っ
て
い
る
埼
玉
県
内
の
三
軒
の
出
店
も
そ
れ
ら

に
次
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
六
〇
～
七
〇
年
前
か
ら
ボ
ロ
市
に
店
を
出
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
の
存
在
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
歳
の
市
の
面
影
が
、
か
ろ
う
じ
て
今
も
残
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
わ
け
な
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

世
田
谷
の
ボ
ロ
市
に
関
す
る
そ
の
長
い
歴
史
、
特
に
そ
の
成
立
と
発
展
過
程
、
さ

ら
に
は
現
代
化
へ
と
至
る
発
達
史
の
流
れ
を
総
合
的
に
と
ら
え
、
再
構
成
を
こ
こ
ろ

み
る
と
い
う
こ
こ
で
の
基
本
作
業
は
、
と
り
あ
え
ず
終
了
し
た
。
き
わ
め
て
大
づ
か

み
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
中
世
の
発
生
期
と
い
う
時
代
が
ま
ず
あ
り
、
後
北

条
氏
の
庇
護
を
受
け
つ
つ
楽
市
と
し
て
の
運
営
形
態
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
六

斎
市
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
続
く
北
条
氏
の
没
落
と
江
戸
幕
府
の
成
立

と
い
う
時
代
背
景
の
も
と
で
六
斎
市
は
衰
退
し
、
歳
の
市
と
し
て
の
残
存
と
い
う
形

で
市
立
が
維
持
さ
れ
、
局
所
的
な
縮
小
商
圏
の
も
と
で
市
は
余
命
を
保
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
れ
は
彦
根
藩
井
伊
家
と
そ
の
代
官
家
の
支
配
・
統
制
の
も
と
で
、
市
町

時
代
に
お
け
る
一
定
の
成
長
・
発
展
を
も
み
て
、
維
新
期
を
迎
え
る
。
近
代
期
の
市

立
は
歴
史
上
最
大
の
発
展
期
で
あ
っ
た
が
、
改
暦
に
よ
っ
て
一
月
・
一
二
月
の
二
度

の
開
催
と
四
日
の
市
と
い
う
態
勢
が
整
え
ら
れ
て
い
き
、
ボ
ロ
布
市
時
代
・
筵
市
時

代
の
盛
期
を
も
経
験
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
産
業
の
近
代
化
と
い
う

国
民
経
済
レ
ベ
ル
で
の
外
的
条
件
の
変
動
は
、
お
お
い
に
市
立
の
基
盤
を
揺
る
が
せ

も
し
、
首
都
近
郊
に
位
置
す
る
農
村
の
持
っ
て
い
た
一
種
の
後
進
性
が
打
破
さ
れ
て
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表 7　沿道別出店数の推移

年 区間 農
具

工
具

洋
品
衣
類

食
料
品

飲
食
店

荒
物

家
具
家
電

玩
具
文
具

正
月
用
品

植
木

履
物
雑
貨

古
物

そ
の
他

計

1962 横宿 1 1 2 9 1 5 1 4 2 26

（1） （1）  （45）  （1） （48）

上宿東部 13 4 37 7 10 3 2 14 8 4 14 7 123

（11） （26） （5） （54） （96）

〃　中部 1 6 24 9 2 7 7 12 1 69

（1） （1） （1） （3） （1） （1） （120）（1） （2）（131）

〃　西部 2 7 22 9 6 2 3 16 3 15 2 87

（3） （2） （1） （1） （1） （8） （1） （17）

大山通り 1 6 20 5 14 4 5 17 3 2 20 3 9 104

（4） （2） （4） （2） （2） （1） （1） （4） （11） （2） （31）

場内計 17 24 104 23 48 12 10 59 22 6 65 5 19 409

（11） （8） （31） （1） （9） （4） （4） （6）（220）（6） （19） （6）（323）

総計 28 32 135 24 57 12 14 63 28 226 71 24 25 722

1994 横宿 1 7 13 12 6 4 6 6 12 4 71

上宿東部 1 1 33 6 3 13 6 11 7 3 28 25 2 139

〃　中部 3 12 6 3 10 6 5 20 29 94

（10） （1） （3） （1） （1） （34） （1） （1） （1） （53）

〃　西部 1 2 12 15 9 9 2 6 3 1 16 13 89
大山通り 3 22 3 8 9 4 3 1 6 22 49 3 133

場内計 2 10 86 43 35 47 16 32 11 15 92 128 9 526

（10） （1） （3） （1） （1） （34） （1） （1） （1） （53）

総計 2 10 86 53 36 50 16 33 12 49 93 129 10 579

2003 横宿 1 13 9 15 6 2 6 27 32 3 114

上宿東部 1 4 38 6 11 6 6 4 3 47 42 1 169

〃　中部 4 11 5 4 3 2 2 2 3 22 20 1 79

〃　西部 1 1 14 15 5 6 1 4 2 1 28 13 3 94

大山通り 3 9 3 1 3 3 7 2 40 32 1 104

場内計 2 13 85 38 25 29 14 25 10 7 164 139 9 560

註）  1962年値は北村嘉行の調査結果にもとづいているが、そこでの集計計算の誤りをここでは修正しているので、必ずし
も原報告とは数値が一致しない。1994年値は茂木真佐美の、2004年値は筆者の調査による。数字は場内出店数、（　）内
は場外出店数を示す。2004年値では場外の出店数を集計していない。
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表 8　出店継続年数の実態（2001年現在）

分類 区分 ～ 9 年 10～19
年

20～29
年

30～39
年

40～49
年

50～59
年

60～69
年

70 年～ 不明 計

居住地別分類 都心地区 8 5 1 1 1 16

城東地区 5 10 6 1 1 23

城北地区 13 7 3 1 1 25

城西地区 13 7 6 4 30

城南地区 18 8 2 2 30

世田谷区 81 33 30 19 6 5 2 10 186

山手地区 14 8 2 6 30

その他都内 27 13 11 3 1 55

埼玉県 34 16 7 2 1 3 63

神奈川県 36 11 12 5 1 1 66

千葉県 9 12 4 1 2 28

その他関東 15 5    25 45

その他 28 10 2 1 41

計 301 145 86 45 13 7 3 3 35 638

業種別分類 農具    1 1

工具 4 1 2 1 2 10

洋品衣料 49 24 7 2 7 89

食料品 6 6 10 11 3 1 1 10 48

飲食店 7 4 3 6 2 1 1 24

荒物 2 1 1 2 6

家具家電 3 4 5 1 13

玩具文具 13 8 4 2 27

正月用品 1 3 1 1 1 2 1 10

植木 4 8 13 7 1 2 35

履物雑貨 117 41 16 9 2 2 1 9 197

古物 93 44 22 6 1 5 171

その他 2 1 2 1 1 7

計 301 145 86 45 13 7 3 3 35 638

註）単位は人。せたがやボロ市保存会が2001年に実施したアンケート調査結果を筆者が集計。
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い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
一
定
の
宿
命
性
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な

か
っ
た
。
と
り
わ
け
交
通
網
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
・
発
展
と
い
う
問
題
は
、
出
店
商
人

の
出
店
形
態
を
一
変
さ
せ
、
地
元
と
出
店
者
と
の
特
殊
な
慣
習
関
係
を
断
ち
切
る
結

果
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
暴
力
組
織
の
介
入
を
許
す
余
地
を
も
与
え
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
か
く
し
て
四
〇
〇
年
の
歴
史
上
、
後
に
も
先
に
も
あ
り
え
な
い
初
め
て
の

市
の
中
断
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
る
こ
と
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
地
元
民
の
粘
り
強

い
努
力
の
結
果
、
つ
い
に
暴
力
団
系
の
テ
キ
ヤ
支
配
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
成
功

し
、現
代
的
で
民
主
的
な
市
立
の
確
立
が
か
ち
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、地
元
に
と
っ

て
の
多
大
な
成
果
で
あ
っ
て
、
今
日
の
ボ
ロ
市
の
盛
況
さ
は
、
か
く
し
て
そ
の
基
礎

が
形
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

四
〇
〇
年
間
に
お
よ
ぶ
市
立
の
長
い
歴
史
は
、
時
々
の
時
代
状
況
の
変
化
と
い
う

も
の
に
つ
ね
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
つ
ね
に
そ
れ
を
克
服
し
つ
つ
、
新
し
い
時
代

へ
の
転
進
を
成
功
さ
せ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
り
、
ボ
ロ
市
の
歴
史
は
そ
の
繰
り

返
し
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
世
田
谷
の
地
が
つ
ね

に
地
域
の
生
活
圏
の
中
核
的
な
拠
点
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ
と
と
、
首
都
近
郊
農
村

と
し
て
の
先
進
性
・
後
進
性
の
両
側
面
の
共
存
が
選
択
と
対
応
の
面
で
の
多
様
性
と

柔
軟
性
と
を
か
え
っ
て
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
当
面

し
た
事
態
へ
の
機
敏
な
対
処
に
も
成
功
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
克
服
し
て
い

く
た
め
の
英
知
や
人
材
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
も
恵
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
な
ど
な
ど

の
諸
条
件
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
下
の
低
成
長
時
代
と
少
子
高
齢
化
社
会

の
到
来
、
直
面
す
る
環
境
問
題
、
世
代
交
代
と
新
た
な
住
民
意
識
の
登
場
、
な
ど
な

ど
と
い
っ
た
諸
課
題
に
つ
い
て
も
、
ボ
ロ
市
を
さ
さ
え
る
当
事
者
た
ち
は
お
そ
ら

く
、
未
知
の
賢
明
な
対
応
を
示
し
て
い
っ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
我
々
は
そ
の

こ
と
を
信
じ
つ
つ
、
大
き
な
期
待
を
込
め
な
が
ら
、
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
の
大
い
な
る

発
展
を
願
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
こ
の
年
の
市
町
の
開
催
さ
れ
る
直
前
に
あ
た
る
一
二
月
八
日
、
彦
根
藩
主
井
伊
直
中
の
実
母

（
大
武
氏
女
）
が
死
去
し
、
市
立
の
自
粛
・
休
止
の
動
き
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
大
場

代
官
家
に
よ
る
桜
田
藩
邸
の
賄
方
へ
の
懸
命
の
陳
情
が
な
さ
れ
た
結
果
、
例
年
通
り
の
開
催
が

認
め
ら
れ
、
家
老
か
ら
「
此
節
之
儀
ニ
候
得
者
、
随
分
事
立
不
申
致
売
買
候
様
」
留
意
せ
よ
と

の
条
件
付
き
で
許
可
が
出
さ
れ
て
い
る
。
大
場
家
側
か
ら
の
説
得
の
趣
旨
は
、
①
「
往
古
よ
り

年
々
定
例
ニ
致
来
、
御
差
合
等
御
座
候
而
相
止
メ
候
事
、
旧
記
等
ニ
も
相
見
不
申
、
村
方
申
伝

ニ
茂
一
切
無
御
座
」、
②
「
右
市
之
儀
、
御
領
分
内
ニ
限
リ
候
儀
ニ
而
者
無
御
座
、
大
躰
最
寄

在
辺
十
四
里
又
者
二
十
里
遠
方
よ
り
茂
其
所
々
産
物
持
寄
、
売
買
致
候
事
ニ
候
得
者
、
四
五
日

以
前
よ
り
追
々
荷
物
附
近
罷
在
」、
③
「
当
日
ニ
至
リ
候
而
者
、
江
戸
表
又
者
向
寄
之
在
辺
よ

り
立
込
候
ニ
候
得
者
、
遊
山
・
見
物
・
鳴
物
様
之
儀
者
是
迄
一
切
無
御
座
、
誠
ニ
売
買
而
已
ニ

御
座
候
」、
④
御
領
分
へ
此
節
多
人
数
立
入
候
儀
ニ
而
御
座
候
得
者
、
俄
ニ
御
停
止
申
付
候
而

も
行
届
兼
、
却
而
混
雑
可
仕
候
」（
以
上
『
世
田
谷
勤
事
録
』
よ
り
）
と
い
っ
た
各
点
で
あ
っ

た
［
世
田
谷
区
（
編
）　

一
九
六
二　

九
六
三
］。

（
2
）『
毎
日
新
聞
』
の
同
年
同
日
版
（
都
内
中
央
版
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。「
ボ
ロ
市
つ
い
に
廃
止
、
交
通
や
運
営
の
問
題
で
。
毎
年
十
二
月
と
一
月
に
開
か
れ
る
世

田
谷
の
名
物
〝
ボ
ロ
市
”
は
、
世
田
谷
署
と
地
元
の
世
田
谷
上
町
町
会
（
大
場
信
邦
町
会
長
）

な
ど
関
係
者
の
間
で
存
続
す
る
か
ど
う
か
話
し
合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
七
日
、
廃
止
す

る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
交
通
や
火
災
予
防
の
面
か
ら
も
危
険
が
多
く
、
環
境
浄
化
の
点
で
も
好

ま
し
く
な
い
と
い
う
理
由
だ
が
、
三
百
八
十
余
年
の
伝
統
を
持
ち
、
暮
れ
の
風
物
詩
と
し
て
庶

民
か
ら
親
し
ま
れ
た
〝
ボ
ロ
市
”
も
つ
い
に
姿
を
消
す
。
ボ
ロ
市
の
問
題
は
十
一
月
二
十
四
日
、

世
田
谷
署
と
同
消
防
署
か
ら
地
元
へ
『
再
検
討
し
て
ほ
し
い
』
と
い
う
申
入
れ
が
あ
り
、
世
田

谷
上
町
町
会
や
区
な
ど
の
間
で
話
し
合
い
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
一
度
は
出
店
数
な
ど
を
大
幅

に
規
制
し
規
模
を
小
さ
く
し
て
存
続
し
よ
う
と
し
た
が
①
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
補
助
五
十
一
号

線
な
ど
が
開
通
し
、
代
官
屋
敷
前
通
り
付
近
も
交
通
が
は
げ
し
く
な
っ
て
い
る
②
実
際
の
運
営

を
テ
キ
ヤ
な
ど
が
に
ぎ
り
、
弊
害
が
出
て
い
る
③
環
境
衛
生
上
か
ら
も
問
題
が
多
い
④
規
模
を

縮
小
し
た
場
合
混
乱
も
予
想
さ
れ
、
運
営
も
む
ず
か
し
い
、
な
ど
の
点
か
ら
廃
止
に
踏
み
き
っ

た
」。

（
3
）
参
考
ま
で
に
『
毎
日
新
聞
』
の
同
年
同
月
同
日
版
（
都
内
中
央
版
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
記

事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
存
続
決
ま
る
。
地
元
の
町
会
で
廃
止
を
決
め 

た
世
田
谷
の
名
物
〝
ボ
ロ
市
”
の
開
催
問
題
が
再
燃
、
佐
野
区
長
が
中
心
に
な
っ
て
十
四
日
、

世
田
谷
署
と
地
元
の
上
町
会
な
ど
関
係
者
と
話
し
合
っ
た
結
果
、
関
係
機
関
の
指
導
を
強
化 

註
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し
て
存
続
さ
せ
る
方
針
を
決
め
た
。
年
内
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
来
年
一
月

十
五
、六
日
に
開
く
予
定
だ
が
、
具
体
的
な
運
営
方
法
は
十
八
日
、
関
係
者
が
集
ま
っ
て
決
め

る
。
存
続
の
理
由
は
①
伝
統
あ
る
市
が
姿
を
消
す
の
を
惜
し
む
声
が
出
て
い
る
②
暴
力
排
除
、

環
境
浄
化
、
事
故
、
火
災
防
止
な
ど
の
点
は
警
察
、
消
防
な
ど
関
係
機
関
で
解
決
で
き
る
見
通

し
が
つ
い
た
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
会
に
区
で
は
こ
れ
ま
で
の
名
物
〝
ボ
ロ
市
”
か
ら
脱
皮

し
新
し
い
か
た
ち
で
発
足
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
」。

（
4
）『
毎
日
新
聞
』
の
同
年
同
月
一
六
日
版
（
都
内
中
央
版
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。「
五
万
人
つ
め
か
け
る
―
再
開
さ
れ
た
名
物
〝
ボ
ロ
市
”
―
。
廃
止
か
存
続
か
で

話
題
を
な
げ
た
世
田
谷
名
物
の
〝
ボ
ロ
市
”
が
十
五
日
、
通
称
代
官
屋
敷
前
通
り
で
再
開
さ
れ

た
。
毎
年
十
二
月
と
一
月
に
開
か
れ
る
三
百
余
年
の
伝
統
を
持
つ
こ
の
市
も
、
テ
キ
屋
が
介
入

し
て
露
店
の
〝
地
割
り
”
を
め
ぐ
り
い
ざ
こ
ざ
が
お
き
、
環
境
衛
生
上
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、

地
元
の
町
会
が
開
催
に
反
対
、
昨
年
末
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
ボ
ロ
市
を
惜
し
む
声

も
出
た
た
め
区
と
警
察
が
中
に
は
い
り
『
テ
キ
屋
の
介
入
を
排
除
し
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
運
営 

で
』
と
い
う
地
元
か
ら
の
条
件
つ
き
で
再
開
し
た
も
の
。
世
田
谷
署
は
機
動
隊
一
個
小
隊
な
ど

警
官
百
六
十
人
を
動
員
、
マ
イ
ク
で
『
地
元
の
人
た
ち
の
め
い
わ
く
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し

ま
し
ょ
う
』
と
呼
び
か
け
、区
で
用
意
し
た
移
動
式
の
衛
生
ト
イ
レ
五
つ
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。

火
災
予
防
や
交
通
面
か
ら
規
模
が
縮
小
さ
れ
た
た
め
、
露
店
の
数
は
三
百
七
十
前
後
。
電
化
製

品
と
か
台
所
用
品
、
植
木
な
ど
の
店
が
多
く
、
ウ
ス
や
キ
ネ
、
竹
細
工
な
ど
な
ら
べ
た
二
、三

の
店
に
昔
な
が
ら
の
ボ
ロ
市
の
面
影
を
残
す
だ
け
。
そ
れ
で
も
復
活
を
知
っ
て
押
し
か
け
た
人

た
ち
五
万
人
（
世
田
谷
署
警
備
本
部
調
べ
）
の
人
出
で
に
ぎ
わ
っ
た
」。

（
5
）『
読
売
新
聞
』
の
一
九
九
四
年
七
月
二
八
日
夕
刊
全
国
版
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
。「
流
転
の
名
画
ボ
ロ
市
で
発
見
。
東
京
・
世
田
谷
区
で
年
末
年
始
に
開
か
れ
る
恒
例

の
「
ボ
ロ
市
」
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
コ
レ
ク
タ
ー
が
見
つ
け
た
油
絵
が
、
幕
末
・
明
治
の
巨 

匠
、
高
橋
由
一
が
明
治
七
年
に
描
い
た
作
品
「
墨
水
桜
花
輝
耀
（
き
よ
う
）
の
景
」
と
わ
か
っ

た
。
鎌
倉
市
の
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
で
来
月
二
十
七
日
か
ら
開
か
れ
る
没
後
百
年
高
橋
由

一
展
で
、
初
公
開
さ
れ
る
。
制
作
年
が
明
確
な
由
一
の
初
期
作
品
は
少
な
く
、
明
治
美
術
史
の

研
究
上
も
特
筆
す
べ
き
発
見
と
な
っ
た
。
失
わ
れ
た
名
品
を
掘
り
出
し
た
の
は
住
友
海
上
火
災

保
険
の
社
史
編
集
室
長
、
岩
本
昭
さ
ん
（
六
六
）。
平
成
二
年
十
二
月
十
五
日
、
一
人
で
ぶ
ら

り
と
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
に
出
掛
け
た
と
こ
ろ
、
わ
き
道
に
出
て
い
た
露
店
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に

立
て
掛
け
ら
れ
て
い
る
縦
六
十
セ
ン
チ
、
横
八
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
桜
の
絵
が
目
に
と
ま
っ
た
。

「
多
少
汚
れ
て
い
る
が
、
由
一
の
画
風
と
似
て
い
る
」。
そ
う
直
感
し
た
岩
本
さ
ん
が
手
に
と
る

と
、
あ
る
女
官
が
宮
中
か
ら
下
賜
さ
れ
、
以
降
、
都
内
の
旧
家
に
譲
ら
れ
て
い
く
ま
で
の
来
歴

を
記
す
大
正
四
年
の
墨
書
き
が
裏
板
に
残
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
絵
に
サ
イ
ン
も
な
く
、
作
者
は

わ
か
ら
な
い
。
露
店
を
出
し
て
い
た
当
の
古
美
術
商
の
見
方
も
「
宮
中
関
係
の
無
名
画
家
が
描

い
た
何
か
の
模
倣
作
で
は
な
い
か
」。
結
局
、「
美
術
全
集
一
セ
ッ
ト
く
ら
い
の
値
段
で
買
っ
た
」

岩
本
さ
ん
は
、自
宅
に
帰
り
、す
ぐ
手
元
に
あ
る
由
一
の
画
集
を
開
い
て
み
た
。
タ
ッ
チ
は
そ
っ

く
り
だ
。
岩
本
さ
ん
は
早
速
、
調
査
を
始
め
た
。
裏
板
の
登
場
人
物
は
実
在
し
、
墨
書
き
の
来

歴
は
文
献
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
確
か
な
内
容
と
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
由
一
が
明
治
七

年
、
同
じ
絵
柄
の
作
品
を
制
作
、
宮
中
に
献
上
し
た
記
録
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
サ
イ
ン

が
な
い
の
も
、
由
一
が
自
作
に
ほ
と
ん
ど
サ
イ
ン
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
説
明
が
つ
く
。

人
手
を
渡
り
歩
く
う
ち
「
作
者
不
明
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
の
絵
が
ま
さ
し
く
宮

中
献
上
の
「
墨
水
桜
花
輝
耀
の
景
」
で
は
な
い
か
―
。
岩
本
さ
ん
は
こ
の
推
論
を
研
究
者
た
ち

に
示
し
、
鑑
定
を
依
頼
、
い
ず
れ
も
真
作
と
す
べ
き
だ
と
の
回
答
を
得
た
。
創
造
美
術
学
校
の

歌
田
真
介
修
復
研
究
所
長
の
調
査
で
は
、
絵
の
具
な
ど
の
材
質
が
当
時
の
由
一
作
品
と
一
致

し
、
決
定
的
な
裏
付
け
と
な
っ
た
（
以
下
略
）。

（
6
）
保
存
会
の
年
間
活
動
は
毎
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
ボ
ロ
市
の
出
店
者
へ
の
案
内
状
の
発
送

作
業
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
時
に
出
店
者
名
簿
は
整
理
さ
れ
る
。
一
〇
月
に
は
委
員
会
・
拡
大
会

議
な
ど
が
招
集
さ
れ
、
一
一
月
初
旬
に
は
ボ
ロ
市
通
り
沿
道
に
地
割
り
の
線
引
き
作
業
が
な
さ

れ
る
。
下
旬
に
は
出
店
受
付
が
二
度
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
出
店
者
は
世
田
谷
の
ボ
ロ
市

事
務
所
ま
で
出
頭
し
て
手
続
き
を
お
こ
な
う
。
出
店
者
は
市
の
マ
ナ
ー
に
関
す
る
誓
約
書
・
同

意
書
を
提
出
し
て
出
店
者
証
を
受
け
取
る
が
、
同
意
書
に
は
顔
写
真
が
貼
ら
れ
、
住
民
票
や
自

動
車
免
許
証
の
謄
本
と
と
も
に
、
警
察
署
へ
と
送
ら
れ
る
。
警
察
で
は
そ
れ
を
も
と
に
、
組
関

係
者
が
紛
れ
て
い
な
い
か
を
き
び
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
一
九
六
五
年
の

改
革
態
勢
が
い
ま
も
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
店
申
請
の
な
か
っ
た
区
画
に

つ
い
て
は
、
新
規
希
望
者
を
抽
選
で
選
ん
で
決
定
す
る
。
一
二
月
に
入
れ
ば
立
看
板
の
設
置
や

ボ
ロ
市
の
会
場
設
営
・
Ｐ
Ｒ
活
動
が
始
ま
り
、
保
存
会
か
ら
の
発
注
を
受
け
た
電
気
工
事
会
社

は
市
の
一
〇
日
前
か
ら
照
明
用
の
配
電
工
事
・
架
設
作
業
を
開
始
す
る
。
設
備
は
そ
の
ま
ま
残

し
て
一
月
の
市
に
ま
た
利
用
し
、
そ
の
後
は
片
付
作
業
と
な
る
。
二
月
に
は
地
元
へ
の
御
礼
会

が
な
さ
れ
、
沿
道
住
民
へ
の
感
謝
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
三
月
に
は
一
八
名
の
委
員
に

よ
る
反
省
会
が
、
一
泊
慰
安
旅
行
を
兼
ね
て
実
施
さ
れ
る
が
、
懇
親
会
・
慰
労
会
の
意
味
も
持
っ

て
い
る
。
以
上
は
ボ
ロ
市
関
係
の
年
間
活
動
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
夏
の
七
月
に
は
「
ホ

タ
ル
祭
り
」
が
な
さ
れ
て
い
て
、
代
官
屋
敷
内
に
ホ
タ
ル
を
放
っ
て
子
供
た
ち
に
見
せ
る
行
事

が
、
保
存
会
の
手
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
世
田
谷
区
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
サ
ギ
ソ
ウ
に
ち
な

ん
だ
サ
ギ
草
市
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
も
同
時
に
挙
行
さ
れ
て
い
て
、「
サ
ギ
草
市
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
年
間
行
事
を
、
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
は
ま
っ
た
く
の
手
弁
当
で

お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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【
謝
辞
】

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
せ
た
が
や
ボ
ロ
市
保
存
会
か
ら
の
絶
大
な
協
力
・
資
料
提
供
を
受
け
た

の
で
、
心
か
ら
の
謝
辞
を
述
べ
て
お
く
。
特
に
、
保
存
会
の
役
員
で
あ
る
熊
沢　

恵
・
相
川
秀
夫

氏
、
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
学
芸
員
の
恵
津
森
智
行
氏
、
東
京
都
教
育
庁
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ

部
計
画
課
文
化
財
保
護
係
の
大
谷
猛
氏
ら
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
た
ま
わ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て

深
謝
申
し
上
げ
る
。

芥
川
龍
男
，
一
九
五
一
「
明
治
以
前
に
於
け
る
世
田
谷
歳
市
」『
世
田
谷
』
復
刊
一
号
，
世
田
谷

区
誌
研
究
会
．

足
立
区
役
所
（
編
），
一
九
七
九
『
足
立
の
今
昔
』，
足
立
区
役
所
．

有
馬
奈
保
子
，
二
〇
〇
三
「
ボ
ロ
市
を
調
査
し
て
」『
コ
ロ
ス
』
九
二
号
，
常
民
文
化
研
究
会
．

恵
津
森
智
行
，
一
九
八
三
「
年
中
行
事
」『
喜
多
見
』，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

早
川
典
江
，
二
〇
〇
三
「
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
―
人
の
行
動
追
跡
―
」『
コ
ロ
ス
』
九
二
号
，
常
民

文
化
研
究
会
．

人
見
輝
人
，
二
〇
〇
〇
『
世
田
谷
城
下
史
話
』，
人
見
輝
人
．

池
上
博
之
，
一
九
八
八
「
解
説
」『
大
場
美
佐
の
日
記
』
一
巻
，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

池
上
博
之
，
一
九
九
〇
「
解
説
」『
大
場
美
佐
の
日
記
』
二
巻
，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

石
川
博
司
，
二
〇
〇
一
「
世
田
谷
ボ
ロ
市
」『
ま
つ
り
通
信
』
四
九
一
号
，
ま
つ
り
同
好
会
．

北
村
嘉
行
，
一
九
六
三
「
最
近
の
ボ
ロ
市
」『
世
田
谷
』
一
五
号
，
世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

幸
徳
秋
水
，
一
九
七
〇
「
世
田
ヶ
谷
の
襤
褸
市
」『
幸
徳
秋
水
全
集
』
五
巻
，
明
治
文
献
．

熊
沢
繁
雄
，
一
九
六
五
「
最
近
の
ボ
ロ
市
に
つ
い
て
―
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
―
」『
世
田
谷
』

一
七
号
，
世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

長
沢
利
明
，
一
九
九
六
『
江
戸
東
京
の
庶
民
信
仰
』，
三
弥
井
書
店
．

長
沢
利
明
，
二
〇
〇
六
「
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
」『
東
京
都
の
祭
り
・
行
事
―
東
京
都
祭
り
・
行
事

調
査
報
告
書
―
』，
東
京
都
教
育
委
員
会
．

西
角
井
正
慶
，
一
九
五
八
『
年
中
行
事
辞
典
』，
東
京
堂
出
版
．

西
脇
真
紀
江
，
二
〇
〇
三
「
ボ
ロ
市
に
学
ぶ
」『
コ
ロ
ス
』
九
二
号
，
常
民
文
化
研
究
会
．

大
場
信
邦
・
松
本
伊
輔
・
三
沢
兼
行
・
原
金
太
郎
・
桜
井
正
信
・
細
野
七
郎
，
一
九
五
四
「
ボ
ロ

市
の
今
昔
座
談
会
」『
世
田
谷
』
六
号
，
世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

小
野　

勇
，
一
九
五
一
「
世
田
谷
の
帰
化
植
物
と
ぼ
ろ
市
に
出
た
植
物
」『
世
田
谷
』
復
刊
一
号
，

世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

小
野　

勇
，一
九
九
六「
世
田
谷
の
ぼ
ろ
市
に
出
た
植
物
」『
世
田
谷
』四
八
号
，世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

佐
藤　

高
，
一
九
八
八
「
木
場
角
乗
り
か
ら
歳
の
市
へ
―
東
京
十
・
十
一
・
十
二
月
―
」『
江
戸
っ
子
』

六
〇
号
，
ア
ド
フ
ァ
イ
ブ
出
版
局
．

せ
た
が
や
百
年
史
編
纂
委
員
会
（
編
），
一
九
九
二
『
せ
た
が
や
百
年
史
』
上
巻
，
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
（
編
），
一
九
六
二
ａ
『
新
修
世
田
谷
区
史
』
上
巻
，
東
京
都
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
（
編
），
一
九
六
二
ｂ
『
新
修
世
田
谷
区
史
』
下
巻
，
東
京
都
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
（
編
），
一
九
七
六
ａ
『
せ
た
が
や
の
歴
史
』，
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
（
編
），
一
九
七
六
ｂ
『
世
田
谷
近
・
現
代
史
』，
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
（
編
），
一
九
五
九
『
世
田
谷
区
史
料
』
二
巻
，
世
田
谷
区
．

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
），
一
九
八
七
『
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
テ
ー
マ
展
示
解
説
―
大

場
家
と
代
官
屋
敷
―
』，
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
．

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
），
一
九
八
八
『
特
別
展
・
激
動
を
生
き
た
代
官
の
妻
』，
世
田
谷
区

立
郷
土
資
料
館
．

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
），
一
九
九
八
『
ボ
ロ
市
の
歴
史
』，
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
．

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
（
編
），二
〇
〇
五
『
世
田
谷
の
歴
史
と
文
化
―
展
示
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
』，

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館
．

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
（
編
），
一
九
六
八
『
せ
た
が
や
―
社
寺
と
史
跡
―
（
そ
の
一
）』，
世
田
谷

区
教
育
委
員
会
．

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
（
編
），
一
九
八
四
『
世
田
谷
の
地
名
』
上
巻
，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
（
編
），
一
九
八
六
『
口
訳
・
家
例
年
中
行
事
―
上
町
大
場
家
―
』，
世
田
谷

区
教
育
委
員
会
．

世
田
谷
区
生
活
文
化
部
文
化
・
交
流
課
（
編
），
一
九
九
九
『
ふ
る
さ
と
世
田
谷
を
語
る
』，
世
田
谷

区
生
活
文
化
部
文
化
・
交
流
課
．

世
田
谷
区
役
所
（
編
），
一
九
五
一
『
世
田
谷
区
史
』
上
巻
，
東
京
都
世
田
谷
区
役
所
．

杉
山
博
文
・
恵
津
森
智
行
，
一
九
八
六
「
年
中
行
事
」『
馬
引
沢
』，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

下
山
照
夫
，
一
九
九
五
「
泉
澤
寺
の
施
餓
鬼
市
と
世
田
谷
の
ボ
ロ
市
」『
世
田
谷
』
四
七
号
，
世
田

谷
区
誌
研
究
会
．

白
子
森
蔵
，一
九
九
六
「
現
在
の
ボ
ロ
市
に
出
る
植
物
」『
世
田
谷
』
四
八
号
，世
田
谷
区
誌
研
究
会
．

高
橋
源
一
郎
，
一
九
七
一
『
武
蔵
野
歴
史
地
理
』
二
巻
，
有
峰
書
店
．

徳
冨
蘆
花
，
一
九
一
三
『
み
み
ず
の
た
は
こ
と
』，
新
橋
堂
書
店
．

渡
辺
一
郎
（
校
訂
），
一
九
六
一
『
彦
根
藩
世
田
谷
代
官
勤
事
録
』，
世
田
谷
区
史
研
究
会
．

吉
越
笑
子
，
一
九
九
〇
「
年
中
行
事
」『
用
賀
』，
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
．

.

引
用
文
献

（
法
政
大
学
非
常
勤
講
師
、国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
三
〇
日
受
理
、二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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Setagaya Boroichi is the most famous rag fair, and the oldest peasant market in Tokyo district. It was opened 

at least 1528 in period of Houjou occupation. In that age, fair was held six times a month as a “Rokusai-ichi”. The 

Houjou family had been giving the protection to a fair. After end of Houjou family's government, fair was became 

to ruled by Ii family which is one of feudal Daimyous in the modern ages from the 17th century. Ooba family, as  

a retainer of Ii clan, had been controlled during modern times. Then market day became once a year, and it was 

held 15th December. Most of peasants and farmers in Setagaya area went to fair, and they bought and sold the 

new year’s decorations, various goods. Fair was held as “Toshi-no-ichi” , for preparing to new year. In 19th century 

in recent times, fair was called “Boroichi” that meant a rag fair. Many merchants came out to market with a large 

of rags and old clothes. Farmers living in and around the Setagaya produced a “waraji (straw sandals)” using it  

at materials. But waraji production was declined with diffusing shoes on life modernization at beginning of the 

20th century. Fair turned to “mushiro (straw mat)” market or plants fair after that age. However that articles on 

fair lost merchantability and it was going to general merchandise market. After W. W. II, a band of thugs began  

to intervene to management of fair, same racketeers who ware subsidiary of gangster organization raise an act of 

violence. As a result of that, drove a fair into stoppage in December 1964. Afterward, inhabitants and merchants 

society of Setagaya united their selves firmly to corp with the gangster organization, police and administrative 

organ supported it. Thus , fair had been resumed in January 1965. Setagaya Boroichi recovered their composure 

and democratic, peaceful administration. It is growing to be a splendid market and sightseeing annual event today.

Key words: market, Boroichi (Rag Fair), “Toshi-no-ichi”, street  stall , Setagaya

The Historical Development of Setagaya Boroichi (Rag Fair) in Tokyo

NAGASAWA Toshiaki


