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［
論
文
要
旨
］

　
往
来
物
研
究
は
、
岡
村
金
太
郎
編
『
往
来
物
分
類
目
録
』、
石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編
『
日
本
教

科
書
大
系
・
往
来
編
』、
石
川
松
太
郎
『
往
来
物
の
成
立
と
展
開
』
と
い
っ
た
先
駆
的
な
業
績
に
よ

っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
成
立
過
程
お
よ
び
系
譜
の
考
察
が
主
で
あ
っ
た
。
二
千
年
代
に

入
っ
て
か
ら
相
次
い
だ
研
究
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
社
会
的
役
割
の
検
討
に
も
目
が

向
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
教
育
史
の
観
点
す
な
わ
ち
「
庶
民
教
育
の
テ
キ
ス
ト

で
あ
る
」
と
い
う
固
定
観
念
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
検
討
を
お
こ
な

う
「
参
詣
型
」
往
来
に
つ
い
て
も
、「『
道
中
膝
栗
毛
』
が
流
行
す
る
よ
う
な
旅
行
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か

っ
た
一
時
的
な
も
の
」
と
い
う
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
往
来
物
の
社

会
的
役
割
へ
の
考
察
は
未
だ
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

  

そ
こ
で
本
論
で
は
、
お
も
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
往
来
物
に
焦
点
を
当
て
、
次
の
通
り
時
代
区
分

を
行
っ
た
。
第
一
期
（
明
和
～
寛
政
期
）、
第
二
期
（
寛
政
六
年
～
文
化
十
年
）、
第
三
期
（
文
政
四

年
～
）、
第
四
期
（
文
政
五
年
～
）、
第
五
期
（
天
保
三
年
～
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
期
は
上
方
で

出
版
さ
れ
て
い
た
定
番
往
来
物
の
出
版
、
第
二
期
・
第
四
期
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
出
版
が
行
わ
れ
た
時

書
物
と
寺
社
参
詣

原 

淳
一
郎

は
じ
め
に

❶
関
東
に
お
け
る
参
詣
型
往
来
の
時
代
区
分

❷
花
屋
の
出
版
計
画
と
寺
社
参
詣
の
大
衆
化

❸
関
東
各
参
詣
地
の
名
所
案
内
記
類

❹
往
来
物
の
伝
播
と
地
方
出
版
の
活
性
化

お
わ
り
に

期
、
第
三
期
・
第
五
期
は
そ
れ
ぞ
れ
前
の
時
期
の
焼
き
直
し
を
し
て
い
た
時
期
と
言
え
る
。
た
だ
し

第
二
期
は
比
較
的
自
由
な
発
想
の
も
と
刊
行
が
行
え
て
い
た
が
、
す
で
に
巷
に
名
所
案
内
や
地
誌
が

溢
れ
つ
つ
あ
っ
た
第
四
期
は
他
作
品
と
の
差
別
化
を
図
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
。
ま
た
十
返
一
九
の

よ
う
に
他
作
品
か
ら
転
用
す
る
な
ど
安
易
な
刊
行
も
目
立
ち
、
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
作
者
の
知
名
度

に
よ
る
販
売
戦
略
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
参
詣
型
往
来
が
登
場
し
た
寛
政
期
は
、
三
都
な
ど
わ
ず
か
な
場
所
を
の
ぞ
い
て
「
旅
の
大
衆
化
」

に
対
応
し
え
る
作
品
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
旅
に
際
し
て
の
実
用
書
と
し
て
利
用

さ
れ
、「
参
詣
型
」
往
来
そ
の
も
の
も
、
本
文
の
ほ
か
に
縁
起
、
街
道
図
と
い
っ
た
実
践
的
な
情
報

を
加
え
て
実
用
性
を
高
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
地
域
に
と
っ
て
「
参
詣
型
」

往
来
は
は
じ
め
て
経
験
す
る
そ
の
地
域
の
「
地
誌
」
的
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
地
域
の
地
理

教
育
に
も
一
役
買
い
、
そ
の
後
の
地
域
住
人
の
手
に
よ
る
地
誌
編
纂
と
い
う
大
き
な
歴
史
的
潮
流
を

も
生
み
出
す
一
助
と
な
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
往
来
物
、
参
詣
型
往
来
、
名
所
案
内
、
寛
政
期
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は
じ
め
に

（
一
）寺
社
参
詣
の
大
衆
化
と
出
版
文
化

　
寺
社
参
詣
史
か
ら
近
世
史
を
問
い
直
す
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
い
か
に
し
て
そ
の

参
詣
現
象
が
起
き
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ど
う
し
て
寺
社
参
詣
が
大
衆
化
し
た
の
か
、
と
い
う
問
を
発
す
る
こ
と
は
、
必
然

的
に
近
世
社
会
の
な
か
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
近
世
の
寺
社
参
詣
が
大
衆
化
し
て
い
く
表
象
と
し
て
、
新
城
常
三
氏
は
、
中
世
に

お
け
る
旅
宿
の
発
達
、
貨
幣
の
流
通
、
海
上
交
通
の
発
達
、
御
師
・
宿
場
な
ど
の
社

寺
側
の
受
入
体
制
の
整
備
を
受
け
て
、
近
世
に
お
い
て
農
民
の
自
立
、
商
人
の
上
昇
、

講
・
頼
母
子
等
の
共
同
体
の
普
及
、
さ
ら
な
る
交
通
環
境
の
好
転
な
ど
を
あ
げ
た
（
（
（

。

そ
し
て
そ
の
お
お
よ
そ
の
時
期
を
享
保
期
と
捉
え
て
い
る
。

　
十
七
世
紀
の
江
戸
文
化
に
つ
い
て
、
高
尾
一
彦
氏
は
、
稼
い
で
遊
ぶ
と
い
う
人
生

観
、
勤
労
と
い
う
倫
理
意
識
、
美
意
識
、
政
治
批
判
意
識
の
高
ま
り
、
そ
れ
を
支
え

る
経
済
的
条
件
の
発
達
を
挙
げ
て
い
る
（
（
（

。
こ
の
高
尾
説
を
受
け
る
形
で
、
水
江
漣
子

氏
は
明
暦
の
大
火
後
頃
か
ら
遊
び
と
好
色
の
雰
囲
気
が
充
ち
満
ち
て
お
り
、
浮
き
世

へ
の
憧
れ
な
ど
庶
民
の
自
立
的
な
生
活
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、『
紫
の
一
本
』
の
よ
う
な
名
所
案
内
記
が
登
場
し
て
く
る
時
代
性
を
考
察
し

て
い
る
（
（
（

。
一
方
、
宗
教
史
で
は
、
圭
室
文
雄
氏
が
、
幕
府
の
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
抑

制
さ
れ
た
信
仰
心
の
は
け
口
と
し
て
の
祈
祷
寺
院
へ
の
志
向
を
指
摘
し
て
い
る
（
（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
寺
社
参
詣
が
発
達
な
い
し
は
大
衆
化
を
成
し
遂
げ
て
い
く
要
因
を

分
析
す
る
研
究
は
従
来
よ
り
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
旅
の
実
態
解
明
に
重
き

が
置
か
れ
て
き
た
た
め
、
社
会
的
動
向
と
絡
め
た
考
察
が
十
分
に
深
め
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
寺
社
参
詣
が
大
衆
化
を
果
た
し
て
い
く
過
程
で
、
出
版
文

化
の
果
た
し
た
役
割
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

名
所
図
会
ブ
ー
ム
、
膝
栗
毛
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
旅
が
一
般
的
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う

な
概
説
が
簡
単
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
を
論
証
し
た
も
の
は
未
だ

に
見
あ
た
ら
ず
、
実
際
旅
を
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
書
物
や
地
本
、
絵
図
を
も
と

に
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
勿
論
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
出
版
物
が
ど
の
よ

う
な
階
層
に
購
入
さ
れ
て
い
た
か
と
い
っ
た
一
つ
前
の
段
階
の
研
究
も
よ
う
や
く
厚

み
を
増
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
（
（

。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
鑑
み
、
十
九
世
紀
末
に
急
速
に
増
え
た
旅
に

関
す
る
往
来
物
の
基
礎
的
考
察
を
行
う
。
そ
の
上
で
往
来
物
が
寺
社
参
詣
の
大
衆
化

に
果
た
し
た
役
割
、
そ
し
て
他
出
版
物
と
の
因
果
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）旅
の
往
来
物
の
先
行
研
究

　
往
来
物
の
研
究
を
は
じ
め
て
体
系
化
に
近
づ
け
た
の
が
、
岡
村
金
太
郎
編
『
往
来

物
分
類
目
録
』〔
啓
明
会
、
一
九
二
二
年
〕
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
地
理
類
が
往
来
物

の
な
か
で
も
っ
と
も
種
類
が
多
い
と
さ
れ
る
。
続
い
て
石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編『
日

本
教
科
書
大
系
・
往
来
編
』〔
講
談
社
、
一
九
六
八
～
一
九
七
七
年
〕
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
大
系
な
ら
び
に
、
は
じ
め
て
の
往
来
物
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
書
と
も
い
え

る
石
川
松
太
郎
氏
の
『
往
来
物
の
成
立
と
展
開
』〔
雄
松
堂
、
一
九
八
八
年
〕
に
お
い

て
、
往
来
物
の
概
要
と
分
類
の
指
針
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
古
往
来
に

お
い
て
は
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
『
十
三
湊
往
来
』
な
ど
の
地
理
類
が

編
纂
さ
れ
、
近
世
に
入
る
と
、
そ
の
種
類
は
膨
大
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
編
集
方
針

か
ら
五
類
型
（
国
尽
型
・
地
誌
型
・
都
路
型
・
参
詣
型
・
特
殊
型
）
に
わ
け
る
こ
と

が
可
能
と
さ
れ
る
。
地
誌
型
で
は
、も
っ
と
も
古
い
の
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）

に
筆
写
さ
れ
た
『
駿
府
往
来
』
で
あ
り
、
三
都
を
対
象
と
す
る
往
来
物
を
手
始
め
に

盛
ん
と
な
る
の
が
、
十
七
世
紀
半
ば
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
経
て
登
場
す
る

の
が
「
参
詣
型
」
往
来
物
で
あ
り
、
そ
の
起
源
を
元
禄
期
と
す
る
も
の
（
（
（

、
正
徳
五
年

（
一
七
一
五
）
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
（
（

。
そ
の
正
徳
五
年
の
も
の
と
は
『
竜
田
詣
』
で

あ
る
。
こ
の
『
竜
田
詣
』
は
東
日
本
の
『
隅
田
川
往
来
』
と
並
ん
で
、
西
日
本
で
は
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も
っ
と
も
流
布
さ
れ
た
参
詣
型
往
来
で
あ
る
。
対
象
地
で
あ
る
竜
田
大
社
は
、
大
和

国
と
河
内
国
の
国
境
に
位
置
し
、ま
さ
し
く
大
坂
の
郊
外
に
あ
る
。
こ
の
『
竜
田
詣
』

の
内
容
は
、
奈
良
に
と
ど
ま
ら
ず
吉
野
や
、
紀
伊
国
、
和
泉
国
な
ど
も
そ
の
範
囲
に

含
ん
で
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
江
戸
の
参
詣
型
往
来
の
端
緒
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
『
隅
田
川
往
来
』
で

あ
る
（
（
（

。
そ
れ
よ
り
徐
々
に
多
様
化
し
、
扱
わ
れ
る
範
囲
も
広
汎
化
し
て
い
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
石
川
氏
は
、「
近
世
後
期
の
江
戸
庶
民
に
お
け
る
財
力
の
厚
み
が
増

し
て
、
か
れ
ら
の
営
む
文
化
圏
・
生
活
圏
の
幅
と
奥
行
き
と
が
著
し
く
拡
大
し
た
事

実
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
解
さ
れ
よ
う
（
（
（

」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
二
千
年
を
過
ぎ
る
と
、
八
鍬
友
広
『
近
世
民
衆
の
教
育
と
政
治
参
加
』〔
校
倉
書

房
、
二
〇
〇
一
年
〕、
梅
村
佳
代
『
近
世
民
衆
の
手
習
い
と
往
来
物
』〔
梓
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
〕、丹
和
浩『
近
世
庶
民
教
育
と
出
版
文
化
―｢

往
来
物｣

制
作
の
背
景
―
』

〔
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
〕
な
ど
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
前
者
二
書
は
、
い
ず

れ
も
民
衆
教
育
史
の
観
点
で
、
も
っ
と
平
た
く
言
え
ば
民
衆
が
読
み
書
き
計
算
力
を

獲
得
し
、
生
産
力
だ
け
で
な
く
文
化
的
に
も
ひ
と
つ
の
社
会
階
層
と
し
て
あ
ら
た
な

知
的
・
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
き
、
あ
る
い
は
政
治
参
加
し
て
い
き
、

自
己
主
張
す
る
民
衆
に
脱
皮
し
て
い
く
姿
を
描
く
手
段
と
し
て
往
来
物
を
扱
っ
て
い

る
。

　
後
者
一
書
は
、
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
成
立
過
程
・
系
譜
を
追
う
も
の
が
多
く
、

そ
の
社
会
的
役
割
と
い
う
点
が
お
ざ
な
り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

従
来
の
往
来
物
で
長
距
離
移
動
を
前
提
と
す
る
も
の
は
、
京
都
・
江
戸
間
の
も

の
と
、
伊
勢
参
宮
関
連
の
も
の
と
が
そ
の
代
表
作
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
土

地
や
街
道
を
含
む
往
来
物
は
、
新
鮮
で
も
あ
り
、
ま
た
、
参
詣
を
建
前
と
し
た

旅
行
が
盛
ん
だ
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
人
々
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
生
活
上
必
要
な
最
低
限
の
学
習
を
行
う
こ
と
が
本
義
の
庶

民
教
育
で
、
こ
れ
ら
新
機
軸
の
往
来
物
が
ど
こ
ま
で
必
要
と
さ
れ
た
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
往
来
物
が
後
継
作
を
生
ま

な
か
っ
た
の
は
、
学
習
の
実
態
よ
り
も
、『
道
中
膝
栗
毛
』
の
流
行
及
び
長
距

離
旅
行
の
し
や
す
く
な
っ
た
時
期
に
乗
じ
た
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か（（1
（

  

（
傍
線
筆
者
）

　
右
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
丹
氏
も
ま
た
、
教
育
史
の
視
点
は
脱
却
し
き

れ
て
い
な
い
。
ま
た
や
は
り
出
版
文
化
と
旅
文
化
の
因
果
関
係
が
例
証
な
く
明
さ
れ

て
い
る
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
た
だ
書
物
の
系
譜
、
作
者
の
経
歴
だ
け
追
う
の
は
、
そ

の
社
会
性
を
鑑
み
な
け
れ
ば
歴
史
学
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

参
詣
型
往
来
の
歴
史
と
筆
者
の
専
門
分
野
で
あ
る
寺
社
参
詣
史
の
成
果
と
付
き
合
わ

せ
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
は
、
神
田
由
築
氏
が
、
服
部
幸
雄
氏
の
文
化
の
時
代
区
分
論
（
（（
（

を
参
考
に
し
て
、

文
化
の
大
衆
化
（
（1
（

が
動
態
化
す
る
分
水
嶺
の
時
代
を
寛
政
・
享
和
期
と
す
る
提
起
を
し

て
い
る
（
（1
（

。
ま
た
以
前
よ
り
中
村
幸
彦
氏
が
、
社
会
へ
の
逼
塞
感
、
あ
る
い
は
学
問
の

分
化
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
り
、
知
識
階
層
に
文
人
趣
味
が
広
ま
り
、
学
問
の
趣
味
化
、

余
技
化
が
甚
だ
し
く
な
り
（
（1
（

、
彼
ら
の
趣
味
生
活
の
余
技
と
し
て
発
生
し
て
き
た
の
が

戯
作
（
（1
（

で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
寛
政
期
に
な
る
と
、
戯
作
者
・
読
者
層
双
方
と
も
よ
り

一
層
の
広
が
り
と
質
の
低
下
を
招
き
、
次
第
に
民
衆
の
期
待
に
添
う
も
の
へ
と
変
化

し
た
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
盛
ん
と
な
っ
た
宝
暦
・
天

明
期
へ
の
着
目
も
文
化
史
の
立
場
か
ら
再
燃
し
て
い
る
。
羽
賀
祥
二
氏
の
『
史
蹟
論

―
十
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
』〔
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
〕

で
は
、
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
た
地
誌
編
纂
、
顕
彰
碑
設
立
に
代
表
さ
れ
る
「
由
緒
の

時
代
」・「
復
古
的
潮
流
」
は
一
朝
一
夕
で
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、
宝
暦
頃
か
ら

二
三
世
代
か
け
て
地
域
や
家
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
を
基
盤
と
す
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
筆
者
も
、
寺
社
参
詣
の
大
衆
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
と
く
に
参
詣
地
の
複
合
化
と

い
う
現
象
が
盛
ん
と
な
る
点
か
ら
、
宝
暦
・
天
明
期
を
そ
の
画
期
と
見
て
い
る
（
（1
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
天
保
期
・
嘉
永
期
な
ど
を
扱
う
研
究
（
（1
（

も
そ
う
だ
が
、
文
化
・
文
政
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期
の
文
化
現
象
を
「
静
」
と
捉
え
る
と
、
そ
の
淵
源
と
な
る
「
動
」
の
時
代
を
探
る

の
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
お
お
よ
そ
享
保
期
あ
た
り
を
参
詣
の
遊
楽
化

な
い
し
は
近
世
の
社
寺
参
詣
の
発
達
の
目
安
と
し
て
い
る
新
城
常
三
氏
の
説
（
（1
（

、
村
の

由
緒
の
契
機
を
同
じ
く
享
保
期
と
す
る
久
留
島
浩
氏
（
（1
（

、
地
方
文
人
・
在
村
文
人
が
登

場
す
る
時
期
と
し
て
や
は
り
享
保
期
を
想
定
し
て
る
塚
本
学
（
11
（

・
杉
仁
（
1（
（

両
氏
の
文
化

論
、
そ
し
て
羽
賀
祥
二
氏
の
史
蹟
論
、
こ
れ
ら
を
い
か
に
咀
嚼
し
、
化
政
文
化
ま
で

の
道
筋
を
描
い
て
い
く
か
が
、
目
下
の
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

❶
関
東
に
お
け
る
参
詣
型
往
来
の
時
代
区
分

　
ま
ず
は
参
詣
型
往
来
の
時
代
区
分
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
日

本
教
科
書
往
来
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
年
代
は
、
往
来
物
に
記
さ
れ
た
記
述
を
そ
の
ま

ま
採
用
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
の
過
程
で
、
初
刊
の
年
代

は
そ
の
ま
ま
に
、
初
刊
の
書
肆
名
を
削
り
、
再
板
し
た
書
肆
名
を
刻
印
し
て
い
る
と

疑
わ
れ
る
も
の
が
予
想
以
上
に
多
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
表
一
は
、
こ
の
点
を
踏
ま

え
て
作
成
し
た
年
代
表
で
あ
る
。
採
録
し
た
の
は
、
江
戸
の
書
肆
か
ら
刊
行
さ
れ
た

参
詣
型
往
来
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
原
史
料
を
調
査
し
て
も
な
お
年
代
が
原
史
料

の
通
り
で
あ
る
か
否
か
判
断
し
が
た
い
と
い
う
性
格
上
、
新
編
、
増
補
改
訂
に
よ
る

再
板
な
ど
も
で
き
る
だ
け
収
録
し
、
刊
行
が
考
察
の
結
果
な
ど
か
ら
推
定
で
き
る
も

の
は
（
　
）
付
き
で
記
し
た
。
そ
の
結
果
、
お
お
よ
そ
五
期
に
区
分
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
第
一
期
　
明
和
～
寛
政
期

　
江
戸
で
初
め
て
出
た
と
さ
れ
る
「
隅
田
川
往
来
」
を
は
じ
め
、
京
の
「
近
江
八
景

文
章
」、
大
坂
「
竜
田
詣
」
と
い
う
手
習
い
本
と
し
て
の
定
番
に
若
干
改
訂
を
加
え

つ
つ
出
版
し
た
時
期
で
あ
る
。
な
お
第
二
期
に
活
躍
す
る
星
運
堂
は
、
天
明
八
年

（
一
七
八
八
）
に
「
新
編
松
島
往
来
」
を
刊
行
し
て
い
る
。

　
第
二
期
　
寛
政
六
年
～
文
化
十
年

    　　書名  　　　　　　　　　刊行年　　　　　　　　　　版元・作者　　　　　　　　　　　　　　
第一期

隅田川往来  明和八年  西村屋与八
新編松島往来  天明八年  花屋久次郎（星運堂）　膝耕徳

第二期
真間中山詣  寛政二年春 花屋久次郎　膝耕徳
飛鳥山往来  寛政三年  須原屋文助・三崎屋清吉合梓　佐熊耕梁編
上州妙義詣  寛政六年  花屋久次郎　高井蘭山・高橋尚富
矢口詣  寛政六年  花屋久次郎　高井蘭山
日光拝覧文章  寛政六年  柳塘山人書

（江島詣）  寛政六年頃 花屋久次郎
（池上詣）  寛政六年頃 花屋久次郎
雑司谷詣  寛政七年  花屋久次郎（高井蘭山）
府中六所詣  寛政七年  花屋久次郎
成田詣  寛政七～十年 花屋久次郎　膝耕徳・高井蘭山
新編王子詣  寛政十年  花屋久次郎

（鹿島詣）  寛政十一年　 山口屋藤兵衛　膝耕徳書　
   　花屋板と同内容・文政頃の再板の可能性あり・花屋が寛政十一年に刊行したものか
新編筑波詣  寛政十二年 花屋久次郎　高井蘭山
鹿島詣文章  寛政十二年 花屋久次郎　膝耕徳書

（鹿島詣文章）  寛政十二年 岩戸屋喜三郎　膝耕徳書　前書と同内容・文政六年か
亀井戸もうで  寛政十三年 前川六左衛門・若林重左衛門合梓　楠花堂作・跋
寛政新編江ノ島詣文章 寛政期  花屋久次郎　膝耕徳書　仙鶴堂の再板あり
身延詣  寛政～享和 花屋久次郎　円亭九狐
鎌倉詣  寛政～享和 花屋久次郎　高井蘭山校　勝間龍水編
江島鎌倉往来  享和元年  鶴屋喜右衛門（仙鶴堂）
享和新編日光拝覧文章 享和元年  花屋久次郎　柳塘山人書

表一　江戸書肆による参詣型往来物の時代区分
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  　　  書名  　　　　　　　　刊行年　　　　　　　　　　　版元・作者　　　　　　　　　　　　　　
享和新編浅草詣文章 享和二年  花屋久治郎　山口屋藤兵衛（錦耕堂）の再板あり
菅原詣  享和二年  花屋久治郎　尾崎直中作　高井蘭山補
榛名詣  享和三年  花屋久治郎　清水玄叔著・高井蘭山閲・膝耕徳
改訂再板竜田詣〈頭書隅田川往来〉　文化六年 蔦屋重三郎（耕書堂）
笔道幼学竜田詣倭文章 文化六年  花屋久次郎
東海道往来  文化六年  花屋久次郎 
鎌倉詣  文化七年  花屋久次郎　高井蘭山校　蓮池堂作・書
隅田川往来  文化八年  西村屋与八
六阿弥陀詣  文化八年  （十辺舎一九）
房州小湊誕生寺詣 文化九年　 鶴屋金助（双鶴堂）高井蘭山
堀内詣  文化十年  花屋久次郎（高井蘭山）
筑波詣  文化十年  花屋久次郎　高井蘭山
飛鳥山往来  文化十一年 前川六左衛門
房州誕生寺詣  文化十四年 鶴屋金助　高井蘭山
新撰六阿弥陀詣  文化十四年 西村屋与八

第三期
上州妙義詣   文政四年   山本平吉
成田詣文章  文政四年  山本平吉　膝耕徳
新鐫（撰）身延詣 文政四年  山本平吉　円亭九狐作
堀内詣  文政四年  山口屋藤兵衛　花屋文化十年板の再板
和歌浦名所文章  文政四年  鶴屋喜右衛門

（房州小湊誕生寺詣） 文政頃か  山口屋藤兵衛　高井蘭山　双鶴堂文化九年の再板か
（浅草詣文章）  文政頃か  山口屋藤兵衛　花屋板享和二年板の再板か
（鹿島詣）  文政頃か  山口屋藤兵衛　花屋板寛政十二年板の再板か

第四期
目黒詣文章  文政五年　  西宮新六

（戸隠善光寺往来） 文政五年  西宮新六　十返舎一九
住吉往来  文政五年   西村屋与八
金毘羅詣  文政五年  西宮新六　十返舎一九
播州名所廻  文政五年  西宮新六　十返舎一九
大山廻富士詣  文政五年  西宮新六　十返舎一九　和漢三才図会を種本とする
箱根社道了宮七湯廻文章 文政五年  西宮新六　十返舎一九　東図本は信州木内郡中条村の物か
武州三峯山詣  文政五年頃 西宮新六
武州御嶽山詣  文政五年頃 西宮新六
武陽高尾山詣  文政五年頃 西宮新六
上州草津温泉往来　 文政六年  西宮新六　十返舎一九
新撰富士詣  文政六年　　  西村屋與八　大山廻富士詣の後継作
鎌倉一覧文章  文政六年  鶴屋喜右衛門　高井蘭山校　勝間龍水編
鹿島詣文章  文政六年  岩戸屋喜三郎　膝耕徳書
日光詣結構往来  文政七年  岩戸屋喜三郎　東里山人
六阿弥陀詣  文政十一年 西村屋与八
下総名所往来  文政十一年 西村屋与八原板　文網堂求板

第五期
筑波詣  天保三年  森屋治兵衛　高井蘭山　花屋寛政十二年板を原板
上州草津温泉往来 天保三年  森屋治兵衛　西宮新六文政六年板を原板
箱根社道了宮七湯廻文章 天保三年  森屋治兵衛

（鹿島詣）  天保頃か  森屋治兵衛　花屋寛政十二年板を原板か
（日光拝覧文章）  天保頃か  森屋治兵衛　柳塘山人書　花屋享和元年板を原板か
（戸隠善光寺往来） 天保頃か   森屋治兵衛　十辺舎一九　西宮新六文政五年板を原板か
大師河原詣  弘化四年  藤岡屋慶次郎
日光詣結構往来  弘化四年  森屋治兵衛　東里山人
日光まうで  安政三年  松下堂芳山作
榛名詣  安政期  上州屋政次郎
隅田川往来   安政期  藤岡屋慶次郎　松蔭堂書

註 （）再版が確実なものは斜体としている。
註 （）石川松太郎『日本教科書往来』等を参考にしつつも，考察の上，妥当でないと考えられる年代推定は
　　  採っていない。推論にとどまるものには（　）を施している。
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花
屋
を
中
心
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
往
来
物
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
、
最
も
参
詣

型
往
来
の
刊
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
あ
と
で
論
証
す
る
が
、
こ
れ
ら
の

参
詣
型
往
来
は
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
名
所
・
寺
社
に
と
っ
て
、
初
め
て
出
た
名
所

案
内
記
類
で
あ
る
も
の
が
実
に
多
い
。
こ
う
し
た
先
駆
者
的
活
動
に
よ
っ
て
評
価
し

う
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
花
屋
の
出
版
活
動
を
支
え
て
い
た
の
が
高
井
蘭
山
（
一
七
六
二
～

一
八
三
八
）
で
あ
る
。
名
伴
寛
、
字
思
明
で
、
江
戸
芝
伊
皿
子
臺
町
に
在
居
す
る
伊

皿
子
御
組
屋
敷
の
与
力
ま
た
は
、
旗
本
の
用
人
と
も
さ
れ
る
が
（
11
（

、
履
歴
に
つ
い
て
は

不
明
な
点
が
多
い
。
文
政
期
に
は
読
本
作
家
と
し
て
成
功
す
る
が
、
彼
の
初
め
て
の

読
本
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
『
絵
本
三
国
妖
婦
伝
』
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
花

屋
と
組
ん
だ
時
期
は
、
三
十
歳
過
ぎ
で
、
未
だ
作
家
と
し
て
成
功
す
る
前
で
あ
っ
た
。

　
次
に
掲
げ
る
数
字
は
、
高
井
蘭
山
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
明
確
な
参
詣
型
往
来
の
現

存
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
『
江
嶋
詣
』『
筑
波
詣
』
な
ど
関
与
が
考

え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
。

①
上
州
妙
義
詣
　
　
寛
政
六
年
春
／
高
井
撰
／
十
九
点
＋
写
本
一
点

②
矢
口
詣
　
　
　
　
寛
政
六
年
十
月
／
高
井
撰
／
六
点

③
成
田
詣
　
　
　
　
寛
政
七
～
十
年
／
高
井
跋
／
六
点 

④
菅
原
詣
　
　
　
　
享
和
二
年
／
尾
崎
直
中
作
・
高
井
補
／
六
点

⑤
榛
名
詣
　
　
　
　
享
和
三
年
夏
／
清
水
玄
叔
著
・
高
井
閲
／
十
七
点
＋
写
本

一
点

⑥
鎌
倉
詣
　
　
　
　
文
化
七
年
／
高
井
校
／
八
点

⑦
堀
内
詣
　
　
　
　
文
化
十
年
秋
／
高
井
校
／
七
点+

写
本
一
点

　
一
目
瞭
然
だ
が
、
妙
義
詣
・
榛
名
詣
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
の
『
上
州
妙
義
詣
』
の
成
功
に
よ
り
、
後
の
読
本
作
家
と
し
て
の
地

位
を
固
め
る
契
機
を
作
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、「
撰
」

で
あ
っ
た
も
の
が
、「
跋
」・「
閲
」・「
校
」
へ
と
関
与
の
在
り
方
が
変
質
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
蘭
山
が
次
第
に
名
声
を
手
に
し
た
こ
と
で
、
彼
が
目
を
通

し
た
と
い
う
い
わ
ば
お
墨
付
き
を
与
え
う
る
立
場
に
上
り
詰
め
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。文
学
作
品
と
し
て
は
決
し
て
質
が
高
い
も
の
で
は
な
い
参
詣
型
往
来
の
仕
事
は
、

当
初
駆
け
出
し
の
作
家
に
と
っ
て
重
要
な
生
活
の
糧
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
第
二
期
に
は
、
若
干
な
が
ら
未
だ
に
上
方
へ
の
劣
等
感
が
見
受
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
第
一
期
の
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）『
隅
田
川
往
来
』
に
「
亦
釣
す
る
海

士
の
小
舟
、
由
良
の
湊
も
か
く
あ
ら
む
と
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
同
じ
く
第
二

期
の
往
来
物
に
も
、
随
所
に
上
方
へ
の
意
識
が
看
取
さ
れ
る
。
星
運
堂
に
よ
る
『
真

間
中
山
詣
』（
寛
政
二
年
）
に
は
「
淀
の
わ
た
り
の
こ
こ
地
や
せ
む
と
」
と
あ
り
、『
成

田
詣
』（
寛
政
七
年
か
）
に
は
、「
淀
の
渡
の
心
地
し
て
」・「
須
磨
の
浦
邊
も
斯
や
ら
む
」

と
の
記
述
が
あ
る
。「
淀
」・「
須
磨
」は
和
歌
の
歌
枕
と
し
て
は
定
番
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
真
間
や
成
田
の
地
域
性
か
ら
み
て
、極
め
て
有
名
な
松
尾
芭
蕉
の『
鹿
島
詣
』（
貞

享
四
年
（
11
（

）
の
冒
頭
「
ら
く
の
貞
室
、
須
磨
の
う
ら
の
月
見
に
ゆ
き
て
」
と
い
う
文
章

を
意
識
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
期
以
降
に
新
た
に
登
場
す
る
参
詣
型

往
来
に
は
、
同
様
な
記
述
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
近
郊
名
所
に
対
す
る

自
我
が
芽
生
え
つ
つ
も
、
上
方
へ
の
劣
等
感
が
拭
い
き
れ
な
い
寛
政
・
享
和
期
の
江

戸
文
化
の
特
質
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
期
　
文
政
四
年
～

　
文
化
十
年
頃
ま
で
に
花
屋
の
参
詣
型
往
来
が
一
段
落
す
る
と
、
文
政
四
年

（
一
八
二
一
）
か
ら
、
他
書
肆
お
も
に
山
本
平
吉
と
山
口
屋
藤
兵
衛
に
よ
る
花
屋
板

の
再
板
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
再
板
す
る
の
で
は
な
く
、『
○
○
詣
』

と
い
う
一
つ
の
文
章
の
前
後
に
情
報
を
足
し
て
、こ
れ
を
一
括
し
て
『
○
○
詣
文
章
』

と
い
う
表
題
に
改
題
す
る
な
ど
し
た
。
例
え
ば
、
山
本
平
吉
は
、『
成
田
詣
』
の
冒

頭
に
「
不
動
尊
略
伝
記
」
と
不
動
明
王
に
縁
の
深
い
楠
正
成
の
壁
書
を
加
え
、
書
名

を
『
成
田
詣
文
章
』
と
改
題
し
て
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
刊
行
し
て
い
る
。

　
第
四
期
　
文
政
五
年
～

　
花
屋
な
ど
が
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
さ
ら
な
る
新
規
名
所
へ
の
往
来
物
が
企
画

さ
れ
出
版
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
西
宮
新
六
と
十
返
舎
一
九
に
よ
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る
も
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
一
年
と
少
し
の
間
で
、
参
詣
型
往
来
を
次
々
と
発
表
し
た
。

そ
の
範
囲
は
関
東
に
止
ま
ら
ず
、
西
国
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
伊

勢
参
り
に
お
い
て
、金
毘
羅
な
ど
へ
足
を
伸
ば
す
「
伊
勢
参
宮
モ
デ
ル
ル
ー
ト
（
11
（

」
が
、

一
八
〇
〇
年
頃
を
境
に
次
第
に
定
着
し
は
じ
め
る
と
い
う
社
会
現
象
を
反
映
し
た
も

の
で
も
あ
り
、
ま
た
作
者
十
返
舎
一
九
の
他
作
品
と
の
関
連
性
も
あ
る
。

　
こ
の
第
四
期
の
作
者
も
ま
た
、
第
二
期
の
高
井
蘭
山
と
同
じ
く
町
人
化
し
た
武
家

で
あ
る
。『
日
光
詣
結
構
往
来
』
の
作
者
東
里
山
人
は
細
川
浪
次
郎
と
言
い
、
も
と

麻
布
三
軒
家
に
住
む
幕
府
の
与
力
で
、
こ
の
参
詣
型
往
来
を
記
し
た
時
に
は
お
よ
そ

三
十
四
才
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
読
本
・
洒
落
本
・
人
情
本
な
ど
幅
広
く
手
が
け

る
作
家
で
あ
っ
た
。

　
十
返
舎
一
九
も
ま
た
武
家
の
出
で
、
重
田
貞
一
と
言
い
、
駿
府
町
奉
行
同
心
の
子

で
あ
り
、
彼
も
同
役
を
継
ぎ
、
大
坂
へ
転
勤
後
に
職
を
辞
し
て
作
家
の
道
へ
入
っ
た
。

こ
の
頃
、
二
十
年
に
も
及
ぶ
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
正
・
続
編
が
片
が
付
き
、
も
う

一
方
の
代
表
作
『
金
草
鞋
』
を
十
数
編
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
場
合
、

お
よ
そ
一
年
で
参
詣
型
往
来
の
ほ
と
ん
ど
を
発
表
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、『
和
漢
三
才
図
会
』
や
自
身
の
『
続
膝
栗
毛
』・『
金

草
鞋
』
な
ど
を
利
用
す
る
な
ど
種
本
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
（
11
（

。
実
際
、

   

金
草
鞋
十
三
編
草
津
道
・
善
光
寺
参
詣
（
文
政
三
年
）
→
戸
隠
善
光
寺
往
来
、
上

州
草
津
温
泉
往
来
（
文
政
六
年
）　

   

箱
根
社
道
了
宮
七
湯
廻
文
章
（
文
政
五
年
）
→
金
草
鞋
廿
三
編
箱
根
山
七
温
泉
江

之
島
鎌
倉
廻
（
天
保
三
年
）

の
よ
う
に
、『
金
草
鞋
』
で
取
り
上
げ
た
内
容
を
転
用
し
て
い
る
も
の
と
、
こ
の
時

の
参
詣
型
往
来
を
基
盤
と
し
て
後
に
『
金
草
鞋
』
に
反
映
さ
せ
て
い
る
も
の
と
が
あ

り
、『
金
草
鞋
』
と
の
関
係
は
深
い
。
関
係
が
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
程
度
の
読

者
層
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
第
二
期
と
第
四
期
に
お
け
る
新
機
軸
の
参
詣
型
往
来
を
連
作
し
て
い

く
背
景
に
は
、
い
わ
ゆ
る
町
人
化
し
た
武
士
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ

よ
う
に
見
え
る
第
二
期
と
第
四
期
で
も
、
社
会
的
動
向
に
配
慮
し
て
検
討
す
る
と
、

違
っ
た
構
造
が
見
え
る
。
第
二
期
に
お
い
て
は
、
中
村
幸
彦
氏
が
寛
政
期
の
特
徴
と

し
て
、
寛
政
初
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
三
年
ま
で
の
松
平
定
信
に
よ
る
出
版
統
制
に

よ
っ
て
筆
を
折
っ
た
文
人
達
が
、
当
座
の
生
活
資
金
を
得
る
た
め
に
戯
作
の
作
者
と

な
り
、
結
果
と
し
て
庶
民
を
相
手
と
し
た
戯
作
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
た

よ
う
に
（
11
（

、
無
名
の
作
家
が
活
躍
し
た
。
そ
の
創
作
も
先
行
名
所
案
内
の
薄
さ
か
ら
、

自
由
な
発
想
の
も
と
行
え
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
四
期
に
お
い
て
新
作
の
参
詣
型
往
来
を
依
頼
さ
れ
た
作
者
達
は
、

新
た
な
作
品
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る
意
気
込
み
よ
り
も
、
す
で
に
売
れ
た
名
前
を
期

待
さ
れ
て
い
た
。
東
里
山
人
・
十
返
舎
一
九
に
限
ら
ず
、
合
巻
で
名
を
馳
せ
た
晋
米

斎
玉
粒
も
同
様
で
あ
る
。
文
政
期
と
も
な
る
と
、
一
九
自
身
が
世
に
出
し
た
旅
の
滑

稽
本
の
ほ
か
、
在
地
出
版
も
盛
ん
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
先
行
す
る
作
品
群
へ
の
配
慮

が
必
要
で
あ
っ
た
。
過
去
の
作
品
と
の
違
い
を
明
確
に
打
ち
だ
す
努
力
が
必
要
で

あ
っ
た
た
め
、
作
者
が
そ
の
発
想
力
・
知
識
を
発
揮
す
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
た
と

言
え
る
。

　
第
五
期
　
天
保
三
年
～

　
こ
の
時
期
は
、
森
屋
治
兵
衛
・
藤
岡
屋
慶
次
郎
ら
に
よ
る
第
二
期
の
さ
ら
な
る
再

板
、
第
四
期
の
再
板
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
若
干
な
が
ら
新
し
い
作
品

も
生
ん
で
は
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
丹
氏
は
後
継
作
を
生
ま
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

が
（
11
（

、
し
か
し
、
再
板
を
し
つ
つ
、
徐
々
に
新
た
な
場
所
を
開
拓
し
て
、
対
象
範
囲
の

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
場
所
場
所
で
後
に
大
き
な
影
響
力

を
持
つ
地
誌
や
名
所
案
内
が
登
場
し
て
き
て
も
、
読
み
や
す
く
適
度
に
情
報
を
盛
り

込
み
、
且
つ
携
帯
に
便
利
な
も
の
と
し
て
一
定
度
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
花
屋
が
多
数
世
に
送
り
出
し
た
参
詣
型
往
来
が
、
多
く
の

新
た
な
名
所
を
対
象
と
し
て
い
た
と
い
う
彼
の
先
見
の
明
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
創
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意
工
夫
に
溢
れ
て
い
た
の
は
、
第
二
期
と
第
四
期
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
往
来
物
と

し
て
の
定
型
が
あ
る
た
め
、
新
た
な
名
所
を
打
ち
だ
す
か
、
従
来
の
も
の
に
絵
図
や

縁
起
を
付
し
て
情
報
量
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
し
か
、
そ
の
殻
を
破
る
手
段
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

❷
花
屋
の
出
版
計
画
と
寺
社
参
詣
の
大
衆
化

Ⅰ
、【
参
詣
型
往
来
の
転
換
期
】

　
第
二
期
す
な
わ
ち
参
詣
型
往
来
の
大
き
な
転
換
点
を
生
み
出
し
た
の
が
、
花
屋
久

兵
衛
・
星
運
堂
の
出
版
活
動
で
あ
る
。
星
運
堂
は
、
上
野
寛
永
寺
近
く
の
下
谷
五

條
天
神
前
に
あ
っ
た
書
肆
で
あ
る
。
し
か
し
彼
も
当
初
参
詣
型
往
来
が
こ
れ
ほ
ど

流
行
る
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）『
上
州
妙
義
詣
』
の
本
文
上
部
で
は
「
漢
音
呉
音
の
辨
」
と
「
日
本
の

言
語
口
聲
の
弁
」「
名
頭
字
の
弁
」「
古
今
大
部
の
書
」「
開
闢
以
来
年
数
」「
干
支
異

名
」
な
ど
が
並
べ
立
て
ら
れ
、
手
習
い
本
と
し
て
の
性
格
が
き
わ
め
て
強
い
。
こ
れ

に
対
し
て
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）『
榛
名
詣
』
で
は
、
同
箇
所
は
、
本
文
中
で
は

述
べ
ら
れ
な
い
榛
名
山
の
詳
細
な
情
報
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。『
榛
名
詣
』に
限
ら
ず
、

次
第
に
旅
に
便
利
な
情
報
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
を
考
え
て
も
、

『
上
州
妙
義
詣
』
は
間
違
い
な
く
名
所
案
内
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
次
に
こ
の
点
を
、
上
記
二
書
の
末
尾
広
告
の
比
較
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

　『
上
州
妙
義
詣
』
で
は
、

東
海
道
往
来
、
た
つ
田
詣
、
松
嶋
八
景
往
来
、
真
間
中
山
詣
、
大
師
河
原
詣
、

矢
口
詣
、
池
上
詣
、
江
ノ
嶌
詣
、
上
州
妙
義
詣

と
い
っ
た
も
の
が
載
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
近
刻
」
と
し
て
、

都
名
所
往
来
、
目
黒
詣
、
雑
司
ヶ
谷
詣
、
王
子
詣
、
府
中
六
社
詣
、
成
田
詣

の
六
書
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。

  

そ
れ
か
ら
九
年
後
の
『
榛
名
詣
』
で
は
、

東
海
道
往
来
、
た
つ
た
詣
、
松
嶋
往
来
、
雑
司
ヶ
谷
詣
、
真
間
中
山
詣
、
王
子

詣
、
府
中
六
社
詣
、
成
田
詣
、
大
師
河
原
矢
口
詣
、
江
の
島
詣
、
上
州
妙
義
詣

と
先
の
『
上
州
妙
義
詣
』
で
予
告
さ
れ
て
い
た
も
の
も
含
め
て
、
大
方
順
調
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
近
刻
」
と
し
て
あ
っ
た
『
都
名
所
往
来
』『
目
黒
詣
』
は

出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、『
上
州
妙
義
詣
』
で
広
告
が
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
の
八
書
で
あ
る
。

浅
草
詣
、
身
延
詣
、
鹿
島
詣
、
江
戸
菅
原
詣
、
上
州
榛
名
詣
、
日
光
詣
、
か
ま

く
ら
詣
、
新
編
筑
波
詣

こ
れ
は
、
参
詣
型
往
来
物
の
実
用
性
が
認
識
さ
れ
る
に
つ
れ
、
榛
名
・
身
延
・
鹿
島
・

日
光
・
鎌
倉
な
ど
「
関
東
の
縁
」
に
位
置
す
る
諸
参
詣
地
へ
の
往
来
物
も
順
次
計
画

さ
れ
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
手
習
い
の
本
と
し
て
、
旧
来
の
『
竜
田

詣
』『
松
島
八
景
往
来
』『
東
海
道
往
来
』
の
継
承
作
と
し
て
『
上
州
妙
義
詣
』
や
『
真

間
中
山
詣
』
な
ど
を
刊
行
し
た
つ
も
り
が
、
思
い
が
け
ず
別
の
用
途
と
し
て
脚
光
を

浴
び
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
需
要
の
変
質
に
対
応
す
る
た
め
、
結
果

と
し
て
星
運
堂
も
関
東
一
円
に
対
象
地
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を

も
う
少
し
論
証
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
刊
行
の
予
告
を
さ
れ
な
が
ら
、
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
ま
で
に
撤
回
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
都
名
所
往
来
』
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
い
。
花
屋
で
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
『
洛
陽
往
来
』
を
刊
行

す
る
な
ど
、
以
前
よ
り
地
理
型
往
来
を
刊
行
し
て
い
た
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

段
階
で
は
、定
番
中
の
定
番
で
あ
る
『
都
名
所
往
来
』
の
刊
行
を
も
計
画
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、『
上
州
妙
義
詣
』
の
予
想
外
の
大
成
功
に
よ
り
、
旅
へ
の
実
用
性
が
認

め
ら
れ
る
と
、
遠
か
ら
ず
計
画
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
呷
り

を
受
け
た
の
が
『
都
名
所
往
来
』
で
あ
る
。
そ
の
結
果
そ
の
時
点
で
既
刊
と
な
っ
て

い
た
『
竜
田
詣
』・『
松
島
八
景
往
来
』・『
東
海
道
往
来
』
は
出
せ
た
の
で
あ
る
が
、
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こ
の
『
都
名
所
往
来
』
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

代
り
に
『
浅
草
詣
』
や
『
身
延
詣
』
な
ど
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
時
点
で
は
刊
行

予
定
に
な
か
っ
た
も
の
が
、
漸
次
刊
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

 

　
例
え
ば
上
方
で
は
近
江
八
景
を
題
材
と
し
た
往
来
物
が
板
を
重
ね
る
一
方
で
、

武
州
金
沢
八
景
関
連
の
作
品
が
全
く
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
こ
と
を
強
固
に

論
証
し
て
く
れ
る
。
金
沢
八
景
は
、
花
屋
の
『
鎌
倉
詣
』
の
最
後
に
加
え
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
、最
後
ま
で
金
沢
八
景
往
来
の
よ
う
な
も
の
は
で
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、

金
沢
八
景
は
文
人
層
の
旅
世
界
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
11
（

。
文
人
層
の
旅

世
界
と
は
、
彼
ら
文
人
層
が
自
ら
読
み
こ
な
し
た
歴
史
書
、
歌
集
の
知
識
に
加
え
、

地
誌
や
先
人
の
紀
行
文
の
記
述
と
、
眼
前
の
光
景
の
多
様
な
ズ
レ
を
楽
し
む
旅
で
あ

る
。
こ
う
し
た
旅
世
界
で
は
、
往
来
物
の
入
り
込
む
余
地
が
な
い
。
往
来
物
を
購
入

す
る
階
層
と
は
合
致
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
名
所
案
内
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
き

た
第
二
期
に
お
い
て
は
、
も
は
や
近
江
八
景
と
同
じ
よ
う
な
意
義
は
金
沢
八
景
に
は

見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
『
目
黒
詣
』
も
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
刊
行
が
撤
回
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。『
上
州
妙
義
詣
』
の
広
告
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
『
大
師
河
原
詣
』・

『
矢
口
詣
』・『
池
上
詣
』、そ
し
て
近
刊
と
し
て
こ
の
『
目
黒
詣
』
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
時
点
で
は
、『
目
黒
詣
』
の
刊
行
を
取
り

や
め
た
だ
け
で
な
く
、『
池
上
詣
』・『
大
師
河
原
詣
』
の
名
が
消
え
、
さ
ら
に
は
『
矢

口
詣
』
の
上
に
大
師
河
原
を
冠
し
て
『
大
師
河
原
矢
口
詣
』
と
改
題
し
て
出
版
し
て

い
た
。『
大
師
河
原
詣
』・『
池
上
詣
』
は
そ
の
実
態
は
不
明
で
、
と
に
か
く
一
度
は

刊
行
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
が
、
再
板
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
つ
ま
り
何

ら
か
の
理
由
で
、『
目
黒
詣
』・『
大
師
河
原
詣
』・『
池
上
詣
』
を
全
て
集
約
さ
せ
る

形
で
『
大
師
河
原
矢
口
詣
』
と
改
題
し
て
刊
行
し
た
こ
と
が
分
か
る
（
11
（

。
何
故
『
矢
口

詣
』
が
選
ば
れ
た
か
と
言
え
ば
、『
矢
口
詣
』
が
そ
も
そ
も
大
師
河
原
、池
上
本
門
寺
、

目
黒
不
動
、品
川
、羽
田
弁
財
天
な
ど
を
含
め
た
周
遊
コ
ー
ス
と
し
て
の
構
成
と
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
す
べ
て
を
集
約
さ
せ
る
も
の
と
し
て
極
め
て
好
都
合
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
11
（

。

　
で
は
、
星
運
堂
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
品
川
御
殿
山
・
川
崎
大
師
・
矢
口
・
池
上
・
目
黒
不
動
、
こ
れ
に
羽
田
辨
財
天

な
ど
を
加
え
た
コ
ー
ス
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
す
で
に
平
間
寺
に

つ
い
て
、
十
八
世
紀
半
ば
か
ら
江
戸
市
中
に
お
い
て
、
大
師
参
り
の
風
習
が
高
ま
り
、

続
い
て
御
三
卿
の
帰
依
が
あ
り
、
決
定
打
と
し
て
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
家

斉
参
詣
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
1（
（

。
そ
の
な
か
で
次
第
に
厄
除

信
仰
と
し
て
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第

二
期
は
、
真
言
宗
の
宗
教
行
事
に
よ
っ
て
江
戸
檀
家
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
時
代

か
ら
、
厄
除
信
仰
を
軸
に
名
所
寺
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
時
代
へ
と
突
入
し
て

い
っ
た
ま
さ
に
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
実
際
、
寛
政
期
よ
り
以
前
の
も
の
を
提
示
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
三
度
目
と
な
る
平
間
寺
参
詣
を
行
っ

た
十
方
庵
敬
順
が
、
目
黒
・
本
門
寺
・
矢
口
明
神
・
古
河
薬
師
を
詣
で
、
川
崎
宿
に

止
宿
し
た
の
ち
石
観
音
・
平
間
寺
・
羽
田
弁
財
天
・
品
川
海
禅
寺
を
巡
礼
し
て
帰
宅

し
て
い
る
。
ま
た
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
狐
村
（
夕
日
庵
）
の
『
大
師
河
原
道
の

記
』
で
は
、
御
殿
山
・
羽
田
弁
財
天
・
平
間
寺
を
参
詣
し
て
同
じ
く
川
崎
宿
に
泊
ま

り
、
翌
日
矢
口
明
神
・
本
門
寺
・
目
黒
を
巡
る
と
い
う
ち
ょ
う
ど
逆
の
ル
ー
ト
を
利

用
し
て
い
る
。
滝
泉
寺
で
は
ち
ょ
う
ど
二
十
八
日
の
縁
日
で
あ
り
、
狐
村
が

け
ふ
ハ
折
ふ
し
縁
日
に
て
、
芝
・
高
輪
お
よ
ひ
青
山
・
白
か
ね
の
ほ
と
り
よ
り

群
集
す
る
人
夥
し
、
中
に
ハ
目
黒
よ
り
池
上
へ
廻
る
も
あ
り
、
品
川
の
遊
ひ
く

つ
れ
の
来
て
た
わ
ふ
る
ヽ
も
あ
り（11
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
池
上
・
目
黒
・
品
川
一
帯
は
、
ひ
と
つ
の
行
楽
地
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
に
矢
口
、
大
師
河
原
、
羽
田
な
ど
を
加
え
た
一
泊
の

参
詣
も
成
立
し
て
い
た
。『
矢
口
詣
』
が
も
と
も
と
周
遊
コ
ー
ス
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
前
に
す
で
に
そ
の
よ
う
な
ル
ー

ト
の
原
型
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
後
平
間
寺
の
名
声
の
高
ま
り
と
共

に
、
周
遊
ル
ー
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
き
、『
矢
口
詣
』
へ
の
集
約
が
行
わ
れ
た
の
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で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
か
ら
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
九
年

間
に
お
い
て
、
参
詣
型
往
来
は
、
従
来
の
地
理
的
知
識
を
習
得
さ
せ
る
手
習
い
本
か

ら
、
参
詣
の
便
宜
を
図
る
目
的
で
集
約
化
し
た
り
、
刊
行
計
画
を
練
り
直
す
な
ど
し

て
、
徐
々
に
実
際
の
旅
へ
の
実
用
性
と
い
う
点
で
変
質
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に

は
従
来
に
は
な
か
っ
た
江
戸
周
辺
の
名
所
寺
社
へ
の
案
内
記
と
し
て
の
受
容
の
高
ま

り
が
背
景
に
あ
り
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
か
ら
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
ま
で

の
間
は
、
参
詣
型
往
来
の
旅
へ
の
実
用
性
と
い
う
点
で
の
転
換
点
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
江
戸
の
名
所
案
内
に
富
士
・
相
模
大
山
な
ど
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
、
江

戸
の
延
長
と
し
て
地
域
を
認
識
す
る
段
階
か
ら
、
地
域
の
個
性
を
発
見
す
る
段
階
へ

の
転
換
点
で
も
あ
っ
た
。

Ⅱ
、【
戦
略
的
な
出
版
計
画
】 

　
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
、
参
詣
型
往
来
の
概
念
が
転
換
す
る
と
、
戦
略
的

に
よ
く
練
ら
れ
た
形
で
刊
行
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
に
は
地
域
性
が
表
れ
て
い
た
。

　
例
え
ば
相
模
大
山
・
箱
根
で
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
十
返
舎
一
九
作
の

も
の
が
唯
一
で
あ
る
。
富
士
も
西
村
屋
与
八
板
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
花
屋
久
次
郎

で
さ
え
こ
う
し
た
場
所
の
往
来
を
出
さ
な
か
っ
た
。
一
方
で
は
、
妙
義
・
榛
名
・
身

延
・
成
田
な
ど
を
刊
行
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　
何
故
な
ら
新
た
な
場
所
の
往
来
物
を
刊
行
す
る
場
合
、
す
で
に
そ
の
地
域
に
お

い
て
有
力
な
名
所
案
内
記
の
類
が
あ
る
か
否
か
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
東
海
道
筋
の
場
合
、
花
屋
の
出
版
が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
に
『
東
海
道
名
所
図
会
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
東
海
道
筋

の
往
来
物
が
し
ば
ら
く
登
場
し
え
な
い
土
壌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
『
矢
口

詣
』
へ
の
集
約
化
も
こ
の
余
波
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、『
東
海

道
名
所
図
会
』
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
鎌
倉
詣
』・『
江
嶋
詣
』
を
除
い
て
、
東
海
道

筋
の
名
所
へ
の
参
詣
型
往
来
物
は
出
ず
、
第
四
期
ま
で
待
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
も
第
四
期
と
な
る
と
、
第
二
期
に
は
無
か
っ
た
他
の
名
所
案
内
記
が
増
え
つ
つ

あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
富
士
・
大
山
に
お
い
て
は
、一
作
品
の
み
と
い
う
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
『
大
山
廻
富
士
詣
』
は
、
甲
州
道
中
・
吉
田
口
か
ら

富
士
登
拝
す
る
『
新
撰
富
士
詣
』
と
は
違
い
、
往
復
東
海
道
を
利
用
し
て
須
走
口
か

ら
富
士
山
へ
登
山
す
る
ル
ー
ト
を
と
っ
て
お
り
、
本
来
大
山
参
詣
を
主
題
と
し
て
作

ろ
う
と
し
た
意
図
が
見
え
隠
れ
す
る
。
実
際
、巻
末
広
告
で
は
『
大
山
并
富
士
山
詣
』

と
な
っ
て
お
り
、大
山
と
富
士
を
並
立
と
す
る
往
来
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
も
の
の
、

『
大
山
廻
富
士
詣
』
と
い
う
形
で
富
士
参
詣
を
主
題
に
持
っ
て
く
る
形
態
を
取
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
花
屋
な
ど
が
当
該
地
域
へ
の
参
詣
型
往
来
を
出
さ
な

い
間
に
、

①
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）『
相
州
大
山
順
路
之
記
』

②
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）『
東
海
道
名
所
図
会
』

③
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
瀧
亭
鯉
丈
『
栗
毛
後
駿
馬
』
初
編
（『
大
山
道

中
膝
栗
毛
』）

④
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）『
江
嶋
鎌
倉
大
山
参
詣
記
』

と
い
っ
た
大
山
へ
の
名
所
案
内
が
林
立
し
充
実
し
は
じ
め
て
お
り
、
名
所
案
内
と
し

て
の
往
来
物
の
存
在
意
義
が
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
富
士
参
詣

へ
矛
先
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
新
撰
富
士
詣
』

は
、
正
面
き
っ
て
富
士
の
参
詣
型
往
来
を
作
成
し
え
た
。
こ
の
時
点
で
は
富
士
参
詣

を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
名
所
案
内
記
は
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
も
利
用
価
値
は
高
か
っ
た
と
言
え
る
。

❸
関
東
各
参
詣
地
の
名
所
案
内
記
類

　
さ
て
こ
こ
ま
で
幾
度
か
参
詣
型
往
来
物
が
そ
の
地
域
に
と
っ
て
初
め
て
の
名
所
案

内
機
能
を
も
っ
た
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
根
拠
を
示
し
た
い
。
表
二
は
、

関
東
各
地
に
点
在
す
る
寺
社
及
び
温
泉
へ
の
名
所
案
内
記
（
参
詣
型
往
来
も
含
む
）、
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名
所
案
内
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
地
誌
類
（
例
え
ば
常
陸
で
多
い
地
名
考
の
類
は
割

愛
し
て
い
る
）、
紀
行
文
な
ど
を
刊
行
年
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
十
八
世
紀
ま
で
に
名
所
案
内
記
が
複
数
出
て
い
る
の
は
、
関
東
で
は
江
戸
を

除
け
ば
、
鎌
倉
・
日
光
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
両
所
と
も
、
案
内
絵
図
も
ま
た
十
七

世
紀
中
葉
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
こ
れ
は
、
江
戸
版
元
よ
り
も
む
し
ろ
在
地
出
版
の

発
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
江
戸
発
展
と
と
も
に
い
ち
早
く
名
所
化
し
た

地
域
で
あ
り
、
幕
府
に
と
っ
て
も
特
別
な
場
所
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
鎌
倉
内
の
複

数
の
寺
社
が
幕
府
よ
り
手
厚
い
助
成
策
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
、
鶴
岡
八
幡
宮
を
中

心
と
し
た
鎌
倉
は
、
武
家
に
と
っ
て
聖
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
数
々
の
幕
府
関

係
者
に
よ
る
紀
行
文
の
存
在
が
裏
付
け
て
い
る
（
11
（

。

　
し
か
し
、
綱
吉
政
権
前
期
を
過
ぎ
る
と
、
幕
府
の
寺
社
助
成
策
も
、
寺
社
自
身
に

よ
る
自
力
救
済
を
許
可
す
る
と
い
う
方
針
に
転
換
し
て
い
く
。
幕
府
と
の
由
緒
を
持

た
な
い
寺
社
は
勿
論
の
こ
と
、
縁
の
深
い
寺
社
に
お
い
て
も
、
そ
の
配
下
の
塔
頭
、

院
坊
、
御
師
、
社
家
な
ど
は
自
力
で
生
活
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
た
（
11
（

。
そ
の
た
め
、

日
光
で
さ
え
宿
坊
が
窮
乏
に
あ
え
い
で
い
た
と
さ
れ
る
（
11
（

。
鎌
倉
絵
図
等
の
出
版
も
、

鶴
岡
八
幡
宮
本
体
で
は
な
く
、
雪
の
下
な
ど
に
集
住
す
る
社
家
が
そ
の
主
体
で
あ
っ

た
の
も
、
同
様
な
理
由
に
よ
る
。

　
紀
行
文
で
は
、
鎌
倉
の
ほ
か
で
は
、
伊
香
保
と
箱
根
へ
の
も
の
が
十
七
世
紀
か
ら

あ
る
。
伊
香
保
温
泉
は
、
榛
名
山
や
草
津
も
含
め
て
、
十
七
世
紀
よ
り
主
に
国
学
者

に
よ
る
紀
行
文
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
紀
行
文
が
後
世
に
与
え
る
影
響

は
、
寺
社
参
詣
の
大
衆
化
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
決
し
て
大
き
く
な
い
。
何
故

な
ら
紀
行
文
は
、
そ
れ
を
自
ら
書
き
得
る
階
層
の
間
で
の
み
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
伊
香
保
に
お
い
て
、
国
学
者
の
紀
行
文
が
近
世
を
通
じ
て
幾
作
品
も

書
き
残
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
国
学
者
の
旅
世
界
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
寺
社
参
詣
の
大
衆
化
に
対
応
し
う
る
出
版

物
は
、
江
戸
・
鎌
倉
・
日
光
を
除
き
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
良
い
。
一
般
的

に
関
東
各
地
の
寺
社
が
地
域
の
信
仰
の
中
核
か
ら
脱
皮
し
、
広
い
範
囲
か
ら
参
詣
者

を
獲
得
し
て
い
く
の
は
元
禄
後
期
か
ら
享
保
期
で
あ
る
（
11
（

。
そ
し
て
各
地
域
へ
の
参
詣

が
動
態
化
し
、
講
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
が
宝
暦
期
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
伊
勢

参
宮
へ
の
道
中
日
記
が
多
く
残
り
は
じ
め
、
伊
勢
参
宮
だ
け
で
な
く
西
国
巡
礼
を
組

ま
せ
た
い
わ
ゆ
る
「
伊
勢
参
り
」
が
広
汎
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
参

詣
地
の
複
合
化
が
起
こ
る
の
が
明
和
・
安
永
期
で
あ
る
。
こ
れ
を
期
に
徐
々
に
、
各

地
へ
単
一
的
に
営
ま
れ
て
い
た
参
詣
形
態
が
変
容
し
、
互
い
の
参
詣
者
が
同
質
化

し
、
そ
れ
ま
で
の
道
中
記
の
よ
う
な
各
街
道
を
主
と
し
た
出
版
物
で
は
飽
き
足
ら
な

く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
三
都
外
へ
の
名
所
案
内
記
の
類
が
登
場
す
る
状
況
が
整
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
裏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
・
寺
社
・
名
所
に
対
し
て
初
め

て
訪
れ
る
旅
人
、
さ
ほ
ど
知
識
を
持
た
な
い
旅
人
、
決
し
て
そ
こ
を
主
目
的
な
地
と

し
て
い
な
い
旅
人
が
そ
こ
か
し
こ
に
頻
出
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
時
期
に
登
場
し
た
の
が
名
所
図
会
と
参
詣
型
往
来
物
で
あ
っ
た
。
名
所

図
会
は
、
安
永
九
年
（
一
七
七
〇
）
の
『
都
名
所
図
会
』
を
端
緒
と
し
、
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
の
『
東
海
道
名
所
図
会
』・『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
に
続
い
て
、
文

化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
『
木
曽
路
名
所
図
会
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
所

図
会
と
、
往
来
物
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
は
星

運
堂
の
出
版
活
動
と
期
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
木
曽
路
名
所
図
会
』

の
場
合
、
参
詣
型
往
来
に
比
べ
大
分
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
参
詣
型
往
来
の
出

版
計
画
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
時
点
に
お
い
て
、
十
七
世
紀
か
ら
名
所
案
内
絵
図
・

名
所
案
内
記
が
出
て
い
る
鎌
倉
を
除
い
て
は
、
東
海
道
筋
の
名
所
に
と
っ
て
『
東
海

道
名
所
図
会
』は
決
定
打
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。例
え
ば
、武
州
金
澤
に
お
い
て
、

『
東
海
道
名
所
図
会
』
に
あ
る
能
見
堂
か
ら
見
下
ろ
す
構
図
は
、
そ
れ
ま
で
の
金
澤

絵
図
の
概
念
を
打
ち
破
る
も
の
で
、
後
に
江
戸
の
多
く
の
書
物
問
屋
・
地
本
問
屋
が

歌
川
広
重
ら
に
能
見
堂
か
ら
八
景
を
見
下
ろ
す
風
景
を
描
か
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い

る
（
11
（

。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
以
前
に
出
て
い
た
『
鎌
倉
詣
』
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慶長 19年
（1614）

名所和歌物語

元和 2年
（1616）

△丙辰紀行（林
道春）

△丙辰紀行 △丙辰紀行

寛永 10年
（1633）

△鎌倉順礼記
（沢庵）

△鎌倉順礼記 △鎌倉順礼記

承応 2年
（1653）

下野国日光山之
図

明暦元年
（1655）

きそ通名所尽

万治元年
（1658）

東海道名所記
（浅井了意）

万治 2年 鎌倉物語（中川
喜雲）

万治・寛文 ○鎌倉絵図の版
行

○金沢絵図の版
行

寛文 2年
（1662）

江戸名所記（浅
井了意）

天和 3年
（1283）

紫の一本

貞享元年
（1684）

野晒紀行（松尾
芭蕉）

貞享 2年 新編鎌倉志 新編鎌倉志 新編鎌倉志

貞享 4年 △鹿島詣（松尾
芭蕉）

元禄 7年
（1694）

△塔沢紀行（藤
本由己）

△塔沢紀行

元禄 11年 △伊香保紀行
（跡部良顕）

元禄期 日光山之御絵図
（植山弥平次）

正徳 2年
（1712）

女文龍田詣

正徳 3年 木曽路之記（貝
原益軒）

正徳 4年 △日光名勝記
享保 19年
（1734）

竜田詣

享保年間 近江八景並序

延享 3年
（1746）

東海道巡覧記

寛延 4年
（1751）

増補東海路巡覧
記

宝暦 2年
（1752）

△鹿島詣（松尾
芭蕉）刊行

鎌倉物語（中川
喜雲撰，菱川師
宣画，須原屋板）

明和 5年
（1768）
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明和 7 年
明和 8 年 第一期 隅田川往来
安永 2 年

（1773）
善光寺詣（鶴叟
瀬下敬忠）

安永 9 年 都名所図会
（京），近江八
景歌（江戸）

天明 4 年
（1784）

○金沢八景案内
子（能見堂）

天明 6 年 △山吹日記（奈
佐勝皐）

天明 8 年 新編松島往来
天明期 ○金沢能見堂八

景縁記（能見堂）
寛政 1 年

（1789）
相州大山順路之
記

△漫遊文草（平
沢旭山，天明八
年序）

△漫遊文草 相州大山順路之
記

相州大山順路之
記

相州大山順路之
記

寛政 2 年 ○日光山諸所案
内手引草（日光
石屋町板元萬屋
喜六）

真間中山詣

寛政 3 年 △雨降山乃記
（坂本栄昌）

飛鳥山往来

寛政 4 年 ○大山不動霊験
記（心蔵）

寛政 6 年 第二期

⇔

日光拝覧文章
（柳塘山人）

上州妙義詣 江島詣 矢口詣

寛政 7 年 （成田詣） （鎌倉詣） （鎌倉詣） 新撰雑司谷詣・
府中六所詣

寛政 9 年 東海道名所図会
（京）

東海道名所図会 東海道名所図会 東海道名所図会 東海道名所図会 東海道名所図会

寛政 10 年 △成田の道の記 新編王子詣

寛政 11 年 鹿島詣（山口屋
藤兵衛）

寛政 12 年 鹿島詣文章 鹿島詣文章，筑
波詣

寛政年間 身延詣 成田詣 鎌倉詣 江島詣文章 鎌倉詣 池上詣・大師河
原詣

享和 1 年
（1801）

日光拝覧文章 △旅眼石（一九）△三浦紀行 江ノ島鎌倉往
来，△三浦紀行

△三浦紀行 亀井戸まうで（若
林重左衛門）

享和 2 年 東海道中膝栗毛
（始）

鹿島志（北条時
鄰）

浅草詣文章

享和 3 年 榛名詣
文化 2 年

（1804）
木曽路名所図会

（京・大坂）
木曽路名所図
会（京・大坂書
肆）

木曽路名所図会
（但し榛名は含
まず）

木曽路名所図会

文化 4 年 嘉陵紀行（始）
文化 5 年 △草津道の記

（小林一茶）
文化 6 年 身延道中滑稽華

の鹿毛（河間亭
主人・河内屋太
助）  

○鎌倉名所往来
（鎌倉郡村岡村
青木重右衛門）

滑稽江之嶋土産
（十返舎一九）
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文化 7 年

⇔
第二期

旅行用心集 鎌倉詣
文化 8 年 六あみだ詣
文化 9 年 成田道中黄金の

駒（赤須賀米，
西村与八ほか 4
名）・房州小湊
誕生寺詣

文化 10 年 金草鞋（十辺舎
一九）（始）

筑波詣 堀内詣

文化 11 年 金草鞋五編（鹿
島・香取・息栖
三社）

遊歴雑記（始）

文化 14 年 栗毛後駿馬初編
（瀧亭鯉丈・連
玉堂）

△相馬日記（高
田与清）

六阿弥陀詣

文政 1 年
（1818）

栗毛後駿馬二編 大師河原にあそ
ぶ記（村尾嘉陵）

文政 2 年 金草鞋十二編身
延道中之記（十
返舎一九・森屋
治兵衛）

△上信日記（清
水浜臣）

文政 3 年 金草鞋十三編善
光寺草津道中

文政 4 年 第三期 江嶋鎌倉大山参
詣記

身延詣 成田詣文章 鎌倉紀行（戸田
幹著，武村市兵
衛板），△遊相記

（渡辺崋山）

△遊相記（渡辺
崋山）

文政 5 年 第四期

⇔

第四期

近江八景文章・
東海道中膝栗毛

（終）

大山廻富士
詣（十返舎
一九）・栗毛後
駿馬三編

箱根社・道了宮
七湯廻文章，伊
豆温泉名所順覧
文章

△鹿島日記（小
山田与清，旅は
文政 2）

△鹿島日記（小
山田与清）

御嶽詣，三峯詣，
高尾詣

目黒詣文章

文政 6 年 新撰富士詣（晋
米齋玉粒，西村
屋與八），富士日
記（賀茂季鷹， 
河内屋茂兵衛） 

上州草津温泉往
来

○鹿島名所図会
（北条時鄰）

鎌倉一覧文章
（勝間竜水）・
鎌倉詣

△金沢名所杖
（金沢藩士伊藤
景山）

△秩父順拝図会
（秩父順拝記，
竹村立義，文政
3 作）

文政 7 年 日光詣結構往来 △鹿島参詣記
（竹村立義）

文政 8 年 金華山詣文章，
塩釜詣

△四州真景（渡
辺崋山）

文政 11 年 湯殿山詣文章・
近江八景詩歌

隔掻録 下総名所往来

文政 12 年 ○常陸旧地考
（鬼澤大海）

鎌倉攬勝考（植
田孟縉）

天保 3 年
（1832）

第五期

⇔

金草鞋廿三編箱
根山七温泉江之
島鎌倉廻（錦森
堂）

金草鞋廿三編箱
根山七温泉江之
島鎌倉廻

箱根山七温泉江
之島鎌倉廻金草
鞋廿三編

金草鞋廿三編箱
根山七温泉江之
島鎌倉廻

金草鞋廿三編箱
根山七温泉江之
島鎌倉廻

天保 4 年 金草鞋（終），
保永堂東海道
五十三次（歌川
広重）

江ノ島まうで浜
のさざ波

天保 5 年 △金沢紀遊（児
島大梅）

江戸名所図会，
嘉陵紀行（終）

天保 6 年 △雨降山の日記
（源真澄）

△四親草 △四親草 △四親草 三峯山詣
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天保 7 年

⇔

第五期

江戸名所図会
天保 8 年 日光山志（植田

孟縉）
○△航湖紀勝

（藤森弘庵）
天保 10 年 ○相中留恩記略

（福原高峰）
○相中留恩記略 ○相中留恩記略 ○相中留恩記略

天保 12 年 ○土浦名所往来
（沼尻一貞作・
書）

弘化 3 年
（1846）

成田不動尊道中
記并江戸近在名
所川筋郡村一覧

（日本橋瀬戸物
町三河屋喜兵衛）

弘化 4 年 富士山真景之図 日光詣結構往来 大師河原詣（藤
岡屋板）

嘉永 2 年
（1849）

○善光寺道名所
図会（豊田利忠）

嘉永 3 年 大師河原道の記
嘉永 4 年 ○甲斐叢記　前

輯 
（大森快庵・ 
 村田屋孝太郎） 

嘉永 6 年 ○春雨楼詩鈔
安政 2 年

（1855）
○利根川図志

（赤松宗旦）
安政 3 年 ○日光まうで 成田道中膝栗毛

（仮名垣魯文・
新庄堂・成仏
図）

安政 4 年 身延参詣甲州道
中膝栗毛（仮名
垣魯文） 

安政 5 年 大山道中張替図
会

○成田参詣記
（成田名所図
会）

安政期 江ノ島・鎌倉道
中記

江ノ島・鎌倉道
中記

江ノ島・鎌倉道
中記

万延 1 年
（1860）

富士山道知留
辺（梅園松彦），
滑稽富士詣（仮
名垣魯文）

○常陸誌料郡郷
考（宮本茶村）

元治１年
（1864）

江ノ島往来

相州大山参詣独
案内の道の記
○相州大山之絵
図（佐藤坊）
鎌倉江ノ島大山
新板往来雙六

鎌倉江ノ島大山
新板往来雙六

鎌倉江ノ島大山
新板往来雙六

註（）　在地出版によるものは○，紀行文には△を施した。なお△の紀行文は刊行されているか，筆写されて流布され，ある程度後世に影響を与えていると考えられるものに限っている。
註（）　関東以外については，主なものに限っている。江戸近郊については，『江戸名所記』などは便宜的に記載したが，参詣型往来の対象となる江戸近郊の寺社について詳細に述べ，且つ名所案内の
　　役割を果たしうる物意外は載せていない。
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『
江
島
詣
』『
大
師
河
原
詣
』
を
除
け
ば
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、

第
四
期
の
文
政
五
・
六
年
ま
で
東
海
道
筋
で
は
、
新
し
い
参
詣
型
往
来
が
出
な
か
っ

た
。

　
一
方
、『
木
曽
路
名
所
図
会
』
が
出
た
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
は
、
す
で
に
『
上

州
妙
義
詣
』・『
榛
名
詣
』
が
刊
行
さ
れ
た
あ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
『
木
曽
路
名
所

図
会
』
は
、
江
戸
到
着
後
に
東
国
三
社
と
日
光
を
も
内
容
に
含
む
と
い
う
不
可
解
な

構
成
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、こ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
も
、す
で
に『
筑
波
詣
』・『
鹿

島
詣
』・『
成
田
詣
』
な
ど
が
出
た
後
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
関
東
の
ど
の
地
域
に
お
い

て
も
、
参
詣
型
往
来
に
先
を
越
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
右
の
よ
う
な
不

合
理
な
構
成
を
し
た
上
に
、
東
国
か
ら
伊
勢
参
り
の
帰
路
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た

戸
隠
・
善
光
寺
の
み
な
ら
ず
、
何
故
か
榛
名
も
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、『
木
曽
路
名
所

図
会
』
は
謎
だ
ら
け
の
名
所
図
会
で
あ
る
。
ま
た
『
木
曽
路
名
所
図
会
』
が
意
識
し

て
い
た
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
貝
原
益
軒
の
『
木
曽
路
之
記
』
の
ほ
か
中
山
道

の
道
中
記
も
名
所
案
内
の
機
能
は
内
在
し
て
お
ら
ず
（
11
（

、
こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
要
因

に
よ
っ
て
、『
上
州
妙
義
詣
』
と
『
榛
名
詣
』
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
言
え
る
。

❹
往
来
物
の
伝
播
と
地
方
出
版
の
活
性
化

　
当
初
三
都
の
書
肆
に
よ
る
出
版
が
主
で
あ
っ
た
が
、
文
化
期
頃
か
ら
次
第
に
旅
の

対
象
と
さ
れ
て
来
た
地
域
に
お
い
て
、在
地
出
版
に
よ
る
参
詣
型
往
来
が
登
場
し
た
。

た
と
え
ば
星
運
堂
の
『
松
島
往
来
』
が
文
化
年
間
か
ら
地
元
仙
台
の
版
元
に
よ
っ
て

刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
仙
台
の
伊
勢
屋
半
右
衛
門
は
、
塩
竃
・
金
華
山
・

平
泉
・
恐
山
な
ど
東
北
地
方
の
名
所
寺
社
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
て
、
興
味
深

い
素
材
で
あ
る
（
11
（

。

　
そ
の
一
方
で
、
個
人
版
参
詣
型
往
来
と
い
う
べ
き
も
の
が
誕
生
し
て
き
た
。
主
体

は
宝
暦
・
天
明
期
か
ら
地
方
に
多
く
育
っ
た
地
方
文
人
、
在
村
文
人
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
損
得
抜
き
の
強
い
郷
土
意
識
・
身
分
意
識
を
基
盤
と
し
て
作
品
を
生
み
だ
し
て

い
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
事
例
で
あ
る
。

　
　
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
原
澤
菊
次
郎
『
三
坂
詣
』

　
　
文
化
六
年
（
一
八
〇
六
）
青
木
重
右
衛
門
『
鎌
倉
名
所
往
来
』

　
　
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
沼
尻
墨
僊
『
土
浦
名
所
往
来
』

　
　
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
戒
珠
菴
慧
光
『
新
編
三
浦
往
来
』

　
　
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
松
下
堂
芳
山
『
日
光
も
う
で
』

　
　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
白
庵
『
白
雲
山
詣
』　

こ
う
し
た
人
物
が
各
地
に
登
場
し
、
参
詣
型
往
来
物
を
作
成
し
て
い
く
と
い
う
歴
史

的
潮
流
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
文
人
層
は
十
七
世
紀
ま
で
の
知
識
人
と
比
べ

る
と
、
日
本
の
歴
史
や
祖
先
、
自
然
、
生
活
環
境
に
対
し
て
感
傷
的
で
、
十
分
に
内

面
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
定
の
断
絶
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
1（
（

。
こ
の
よ

う
に
十
九
世
紀
に
考
証
主
義
・
復
古
思
想
な
ど
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

郷
土
史
の
先
駆
け
（
11
（

と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
名
所
図
会
や
地
誌
の
編
纂

だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
旅
へ
の
実
用
性
と
い
う
点
に
特
化
し
て

き
た
が
、
こ
の
動
向
を
見
る
と
き
、
教
育
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
例
え
ば
、『
土
浦
名
所
往
来
』
の
作
者
沼
尻
墨
僊
は
土
浦
町
中
城
の
寺
子
屋
師

匠
で
あ
り
、『
新
編
三
浦
往
来
』
の
作
者
戒
珠
菴
慧
光
は
、
本
文
の
な
か
に
三
浦
地

方
の
子
供
の
た
め
に
作
る
と
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
。
江
戸
板
元
な
い
し
は
、
そ

の
再
板
を
行
う
在
地
板
元
な
ど
は
旅
へ
の
実
用
性
を
追
求
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
次
第
に
地
域
で
幼
児
教
育
の
た
め
に
そ
の
地
域
の
往
来
物
を
作
成
す
る
人
々
が

現
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
参
詣
型
往
来
は
地
域
を
江
戸
か
ら
の
旅
の
対
象
と
し

て
開
発
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
地
域
内
部
に
お
け
る
地
理
的
知
識

の
再
生
産
と
い
う
点
で
も
機
能
し
て
い
く
契
機
を
も
作
り
出
し
て
い
た
。

　
次
に
掲
げ
る
の
は
、
関
東
地
方
に
お
い
て
知
ら
れ
た
地
誌
で
あ
る
。

『
鹿
島
志
』（
文
政
六
年
）
鹿
島
社
の
神
官
で
高
田
与
清
門
下
の
国
学
者
北
条
時

　
鄰
　

『
金
沢
名
所
杖
』（
文
政
六
年
）
金
沢
藩
米
倉
家
の
家
臣
伊
藤
景
山
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『
常
陸
旧
地
考
』（
文
政
十
二
年
）
高
浜
村
出
身
で
本
居
大
平
門
人
の
国
学
者
・

歌
人
鬼
澤
大
海 

『
香
取
志
』（
天
保
四
年
）
香
取
社
の
神
官
小
林
重
規
、
平
田
篤
胤
序

『
相
中
留
恩
記
略
』（
天
保
十
年
）
鎌
倉
郡
渡
内
村
の
名
主
福
原
高
峰

『
利
根
川
図
志
』（
安
政
二
年
）
下
総
国
相
馬
郡
布
川
村
の
医
師
赤
松
宗
旦

『
成
田
名
所
図
会
』（
安
政
五
年
）
中
路
定
得
・
定
俊
→
佐
原
の
国
学
者
清
宮
秀

　
堅

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
羽
賀
祥
二
氏
は
、
福
原
高
峰
な
ど
を
事
例
に
し
て
、
十
九
世

紀
の
復
古
的
兆
候
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
に
二
世
代
・
三
世
代
に
わ
た
っ
て
「
家
」

や
「
地
域
」
で
蓄
積
し
た
知
識
を
礎
に
し
て
い
る
と
さ
れ
た
（
11
（

。
そ
れ
が
蓄
積
さ
れ
は

じ
め
る
宝
暦
・
天
明
期
と
は
、
ち
ょ
う
ど
寺
社
参
詣
の
大
衆
化
の
時
期
で
あ
り
、
地

方
文
人
・
在
村
文
人
が
広
く
誕
生
し
て
く
る
時
で
も
あ
っ
た
。
他
地
域
へ
の
旅
が
盛

ん
と
な
り
、
ま
た
他
所
か
ら
の
流
入
者
が
増
え
る
に
つ
れ
、
急
速
に
郷
土
へ
の
関
心

が
高
ま
り
、
歴
史
考
証
へ
の
志
向
を
生
み
出
す
土
壌
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
（
11
（

。
ま
た
地
域
内
部
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
竹
村
立
義
、
植
田
猛
縉
、
豊
田

利
忠
と
い
っ
た
外
部
の
人
間
が
そ
の
地
域
に
思
い
入
れ
を
持
っ
て
行
っ
た
活
動
が
そ

の
地
域
に
果
た
し
た
役
割
と
い
う
の
も
見
過
ご
せ
な
い
。

　
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
が
、
十
九
世
紀
半
ば
に
林
立
す
る
地
誌
編
纂
の
先
鞭
を
つ

け
る
も
の
と
し
て
参
詣
型
往
来
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
在
地
で
の
出
版
の
ほ
か
個
人
版
参
詣
型
往
来
の
登
場
も
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が

地
域
の
地
理
教
育
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
そ
の
地
域
に
と
っ

て
初
め
て
の
地
理
関
連
本
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
な
ど
か
ら
、
そ
う
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、『
鹿
島
志
』
を
書
い
た
北
条
時
鄰
は
、
花
屋
板
の
『
鹿

島
詣
文
章
』
が
出
て
二
年
後
に
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
師
で
あ
る
小
山
田
与
清
の

『
相
馬
日
記
』（
文
化
十
四
年
）
と
『
鹿
島
日
記
』（
文
政
五
年
）
の
刊
行
に
携
わ
っ

た
経
験
を
も
と
に
し
て
約
二
十
年
後
の
名
所
図
会
に
結
実
さ
せ
た
（
11
（

。
こ
の
二
つ
の
鹿

島
案
内
記
の
誕
生
は
果
た
し
て
偶
然
の
産
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
江
戸
の
参
詣
型
往
来
は
多
く
の
名
所
に
と
っ
て
初
め
て
と
も
言
え
る
名
所
案
内
で

あ
り
、
一
方
で
そ
う
し
た
行
為
を
真
似
る
、
又
は
触
発
さ
れ
る
地
域
の
文
人
層
が
出

現
し
た
。
こ
う
し
て
参
詣
型
往
来
は
、
地
域
内
部
で
地
理
的
知
識
を
蓄
え
さ
せ
る
役

割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
は
よ
り
本
格
的
な
地
誌
を
生
み
だ
す
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
段
階
に
ま
で
成
熟
す
る
と
、
今
度
は
地
域
発
信
の
名
所
図
会
・
地
誌
が
必

要
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
彼
ら
の
郷
土
意
識
・
考
証
主
義
が
ど
う
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
一
部
が
販
売
さ

れ
、
名
所
案
内
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
初
め

て
の
詳
細
な
地
誌
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
実
用
的
な
も
の
と
し
て
も
十
分
に
活
用
さ

れ
た
こ
と
は
『
利
根
川
図
志
』
の
事
例
で
も
明
ら
か
で
あ
る
（
11
（

。
こ
の
点
は
、
和
歌
山

藩
家
老
三
浦
家
の
儒
者
石
橋
生
庵
が
鎌
倉
参
詣
に
際
し
て
、江
戸
の
貸
本
屋
か
ら『
新

編
鎌
倉
志
』
を
借
り
て
い
る
事
例
（
11
（

、
あ
る
い
は
紀
行
文
中
に
お
い
て
先
行
の
紀
行
文

の
み
な
ら
ず
地
誌
の
利
用
も
み
ら
れ
る
点
、
吉
田
藩
藩
儒
山
本
恕
軒
が
『
東
海
道
名

所
図
会
』
を
持
ち
歩
い
て
の
旅
（
11
（

を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
十
分
傍
証
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
地
域
側
か
ら
文
人
層
に
も
影
響
を
与
え
う
る
書
物
が
登
場
し
て

く
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
、
国
学
の
影
響
を
指
摘
す
る
説
（
11
（

、
国
民
国
家
形
成
論
を

に
ら
ん
で
幕
藩
領
主
層
の
介
在
を
指
摘
し
た
説
（
11
（

な
ど
が
あ
る
が
、
国
学
な
ど
が
受
容

さ
れ
て
い
る
層
は
村
で
は
ほ
ん
の
一
握
り
（
1（
（

で
あ
る
。
た
だ
し
十
九
世
紀
に
入
る
と
縁

起
の
世
界
、
民
俗
の
世
界
か
ら
解
き
放
た
れ
、
考
証
主
義
的
な
思
想
へ
と
転
換
す
る

こ
と
は
確
か
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
は
、
明
和
・
安
永
期
に
お
け
る
寺
社
参
詣

の
大
衆
化
と
そ
れ
に
伴
う
参
詣
地
の
複
合
化
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
〈
他
所
〉
の
観

察
と
〈
故
郷
〉
の
発
見
、
そ
し
て
寛
政
・
享
和
期
の
参
詣
型
往
来
・
名
所
図
会
の
流

布
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
郷
土
へ
の
意
識
を
強
め
た
。
国
学
へ
の
接
近
・
受

容
の
動
き
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
端
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
程
度
の
理
解
が
現
在
の

と
こ
ろ
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
て
を
独
善
的
で
排
他
的
な
意
味
で
の
国

学
、
そ
し
て
近
代
天
皇
制
国
家
・
国
民
国
家
へ
と
収
斂
さ
せ
る
の
は
ま
だ
早
い
（
11
（

の
で
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（
（
）　
新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
三
七

七
～
一
三
八
〇
頁
。

（
（
）　
高
尾
一
彦
『
近
世
の
庶
民
文
化
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。

（
（
）　
水
江
漣
子
『
江
戸
市
中
形
成
史
の
研
究
』、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
。

（
（
）　
圭
室
文
雄
『
日
本
仏
教
史
近
世
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

（
（
）　
川
名
登
『
河
川
水
運
の
文
化
史
―
江
戸
文
化
と
利
根
川
文
化
圏
―
』、
雄
山
閣
、
一
九
九
三

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
参
詣
型
往
来
は
、
江
戸
発
信
の
江
戸
周
辺
へ
の
名
所
案
内
記
類
の
先
駆
的
存
在
で

あ
っ
た
。
し
か
し
往
来
物
と
い
う
基
本
的
形
態
の
限
界
が
あ
り
、
新
規
の
名
所
を
開

拓
し
て
い
く
こ
と
し
か
存
続
す
る
道
は
な
か
っ
た
。道
中
図
・
名
産
品
案
内
・
宿
一
覧
・

里
程
・
縁
起
・
一
望
図
な
ど
を
挿
入
す
る
な
ど
し
て
改
良
を
加
え
て
い
く
も
、
や
は

り
情
報
量
に
は
限
界
が
あ
っ
た
（
11
（

。
た
だ
し
携
帯
の
容
易
さ
、
簡
潔
な
内
容
に
よ
っ
て

一
定
度
幕
末
ま
で
受
容
を
保
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
に

は
郷
土
の
歴
史
・
地
理
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と

は
、
個
人
版
の
往
来
物
が
各
地
に
生
ま
れ
る
一
方
で
、
江
戸
物
の
在
地
出
版
か
ら
の

再
板
、
そ
し
て
在
地
出
版
か
ら
の
独
自
の
企
画
・
刊
行
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
関
東
各

地
の
村
に
購
入
さ
れ
、
写
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
事
実
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
よ
う
。
地

方
文
人
・
在
村
文
人
に
よ
る
個
人
版
参
詣
型
往
来
・
地
誌
編
纂
の
よ
う
な
歴
史
考
証

の
潮
流
は
、
寺
社
参
詣
の
大
衆
化
に
い
ち
早
く
対
応
し
た
名
所
図
会
・
参
詣
型
往
来

の
林
立
を
受
け
、
十
八
世
紀
か
ら
育
っ
た
地
域
の
文
化
的
蓄
積
の
上
に
立
脚
し
た
、

次
な
る
歴
史
的
段
階
と
評
価
で
き
る
。
膝
栗
毛
・
金
草
鞋
、東
海
道
五
十
三
次
と
い
っ

た
シ
リ
ー
ズ
物
も
ま
た
、
時
期
的
に
み
て
、
江
戸
か
ら
の
参
詣
型
往
来
と
、
上
方
都

市
か
ら
の
名
所
図
会
の
成
功
を
受
け
て
用
意
さ
れ
た
次
の
段
階
で
あ
る
。

　
名
所
案
内
と
な
り
う
る
諸
作
品
を
、
そ
の
受
容
層
と
い
う
点
か
ら
お
お
ま
か
に
分

類
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
提
起
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

紀
行
文
・
歴
史
書
・
詩
歌
集
→
江
戸
文
人
（
上
位
）
地
方
文
人
（
上
位
）
在
村          

文
人
（
最
上
位
）

名
所
図
会
・
地
誌
→
江
戸
文
人
（
下
位
）
地
方
文
人
（
下
位
）
在
村
文
人
（
上
位
）

参
詣
型
往
来
・
金
草
鞋
・
膝
栗
毛
→
在
村
文
人
（
下
位
）
江
戸
中
下
層

　
や
は
り
知
識
人
層
に
よ
る
寺
社
参
詣
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な
動
向
と
は
基

本
的
に
乖
離
し
て
存
在
し
て
い
た
。
知
識
人
は
、
儒
学
や
国
学
の
素
養
を
持
っ
て
お

り
、
三
都
の
み
な
ら
ず
城
下
町
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
都
市
に
も
存
在
し
た
。
江
戸

文
人
や
地
方
文
人
の
頂
点
に
立
つ
存
在
、
そ
し
て
村
方
で
は
、
近
年
「
在
村
文
人
」

と
呼
ば
れ
る
文
化
的
行
為
を
す
る
者
の
う
ち
ご
く
限
ら
れ
た
最
上
位
層
で
あ
る
。
彼

ら
は
、過
去
の
紀
行
文
の
影
響
を
受
け
つ
つ
（
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
も
）、『
新

編
鎌
倉
志
』
の
よ
う
な
権
威
的
な
地
誌
は
別
格
と
し
て
も
、
旅
に
出
る
際
に
は
、
目

的
に
沿
っ
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
地
誌
や
名
所
図
会
を
も
咀
嚼
し
て
、
歌
集
や
歴
史
書

な
ど
で
得
た
知
識
を
再
確
認
し
、
旅
の
予
習
・
復
習
を
す
る
も
の
と
し
て
名
所
図
会

や
地
誌
を
役
立
て
て
も
い
た
。
そ
の
上
で
先
人
の
紀
行
文
で
記
さ
れ
た
情
景
と
眼
前

の
光
景
の
ず
れ
を
楽
し
み
、
あ
る
い
は
歴
史
書
の
記
述
の
真
偽
を
実
地
踏
査
で
確
か

め
て
学
び
、
詩
歌
の
世
界
に
耽
っ
て
い
た
。
伊
香
保
や
箱
根
、
鎌
倉
・
江
ノ
島
・
金

沢
な
ど
で
は
早
け
れ
ば
中
世
か
ら
紀
行
文
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
文
人
層
に
よ
る
こ

う
し
た
旅
世
界
の
形
成
に
は
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
旅
の
形
態
自
体
は
、

本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
出
版
界
の
現
象
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
に
せ
よ
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
影
響
を
直
接
的
に
受
け
ず
に
堅
持
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
（
11
（

。
　
た
だ
し
彼
ら
の
一
部
が
加
わ
っ
た
参
詣
型
往
来
の
編
述
は
、
寛
政
・
享
和
期
と
い

う
時
期
を
考
え
て
も
、
文
人
層
以
外
の
多
く
の
人
々
に
、
関
東
全
体
さ
ら
に
は
そ
の

周
縁
部
に
ま
で
目
を
向
け
さ
せ
る
意
味
に
お
い
て
も
、
よ
り
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
。 

註
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年
。
同
書
は
、
利
根
川
の
ほ
と
り
に
住
む
下
総
国
布
川
村
の
医
師
赤
松
宗
旦
が
編
纂
し
た
地
誌

『
利
根
川
図
志
』（
安
政
二
年
序
）
が
ど
の
よ
う
な
階
層
の
人
々
へ
販
売
さ
れ
た
か
を
実
証
さ
れ

て
お
り
、
極
め
て
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
ま
た
上
杉
和
央
「
近
世
お
け
る
浪
速
古
図
の
作
成

と
受
容
」（『
史
林
』
八
五
―
二
、二
〇
〇
二
年
）、
青
柳
周
一
「
近
世
後
期
の
絵
図
・
地
誌
作
成

と
「
旅
行
文
化
」」（『
民
衆
史
研
究
』
六
七
、二
〇
〇
四
年
）
な
ど
は
筆
者
自
身
の
問
題
関
心
に

近
く
、方
法
論
に
お
い
て
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
直
接
旅
文
化
と
は
関
連
が
な
い
が
、

益
軒
本
の
受
容
層
に
つ
い
て
考
察
し
た
横
田
冬
彦
「
益
軒
本
の
読
者
」（
横
山
俊
夫
編
『
貝
原

益
軒
』、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）、
益
軒
本
の
土
佐
藩
の
国
学
者
へ
の
受
容
と
い
う
事
例
か
ら
、

近
世
の
「
知
」
の
構
造
を
考
察
し
た
小
林
准
士
「
近
世
に
お
け
る
知
の
配
分
構
造
」（『
日
本
史

研
究
』
四
三
九
、一
九
九
九
年
）
な
ど
も
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　
岡
村
前
掲
書
。

（
（
）　
石
川
松
太
郎
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
（
）　
石
川
松
太
郎
編
『
日
本
教
科
書
大
系
』
往
来
編
別
巻
Ⅱ
続
往
来
物
系
譜
、
講
談
社
、

一
九
七
七
年
。

（
（
）　
石
川
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

（
（0
）　
丹
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
。

（
（（
）　『
江
戸
歌
舞
伎
文
化
論
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
（（
）　
従
来
は
文
化
・
文
政
期
を
研
究
対
象
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
「
文
化
の

大
衆
化
」に
つ
い
て
の
概
説
的
な
も
の
と
し
て
、竹
内
誠「
庶
民
文
化
の
な
か
の
江
戸
」（
同
編『
日

本
の
近
世
第
十
四
巻
　
文
化
の
大
衆
化
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）、
比
留
間
尚
「
さ
ま

ざ
ま
な
行
動
文
化
」（
同
書
所
載
）
が
あ
る
。

（
（（
）　「
文
化
の
大
衆
化
」『
日
本
史
講
座
第
七
巻
　
近
世
の
解
体
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年

（
（（
）　
中
村
幸
彦
『
戯
作
論
』（
角
川
書
店
、一
九
六
六
年
）（
後
に
『
中
村
幸
彦
著
作
集
』
第
八
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
に
収
録
）、
三
五
～
七
頁
。

（
（（
）　
中
村
前
掲
書
、
七
六
～
七
九
頁
。

（
（（
）　『
近
世
寺
社
参
詣
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

（
（（
）　
南
和
男
『
幕
末
江
戸
の
文
化
―
浮
世
絵
と
風
刺
画
―
』、
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
。
西
山
松

之
助
「
嘉
永
文
化
試
論
」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
第
七
輯
、一
九
八
一
年
。
吉
原
健
一
郎
「
町

名
主
の
文
化
活
動
」『
江
戸
の
郷
土
誌
』〈
千
代
田
区
文
化
財
調
査
報
告
書
一
四
〉、二
〇
〇
二
年
。

（
（（
）　
新
城
前
掲
書
。

（
（（
）　
久
留
島
浩
「
百
姓
と
村
の
変
質
」『
日
本
通
史
』
近
世
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
（0
）　
塚
本
学
『
地
方
文
人
』、
教
育
社
、
一
九
七
七
年
。
氏
は
、
地
方
文
人
が
登
場
す
る
の
は
お

よ
そ
荻
生
徂
来
と
同
世
代
と
し
て
お
り
、
正
徳
・
享
保
期
あ
た
り
と
捉
え
て
い
る
。

（
（（
）　
杉
仁
『
近
世
の
地
域
と
在
村
文
化
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。
地
方
文
人
は
地
方
の

都
市
に
い
る
者
達
で
あ
る
と
従
来
の
地
方
文
人
研
究
を
批
判
し
て
、
村
に
い
る
在
村
文
人
層
の

研
究
を
唱
道
し
た
杉
氏
も
在
村
文
人
が
東
日
本
で
登
場
す
る
時
期
を
享
保
期
頃
と
捉
え
る
。

（
（（
）　
横
山
邦
治
『
読
本
の
研
究
』、風
間
書
房
、一
九
七
四
年
。
福
田
安
典
「
高
井
蘭
山
伝
考
」『
読

本
研
究
新
集
』
第
二
集
、読
本
研
究
の
会
、二
〇
〇
〇
年
。
澤
登
寛
聡
「
解
説
」『
農
家
重
宝
記
』

〈
影
印
叢
刊
二
〉、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の
読
書
熱
―
自
学
す
る
読
者

と
書
籍
流
通
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
（（
）　
芭
蕉
自
身
の
旅
は
貞
享
四
年
の
八
月
だ
が
、
刊
行
は
宝
暦
二
年
で
あ
る
。

（
（（
）　
小
野
寺
淳
「
道
中
記
に
み
る
伊
勢
参
宮
ル
ー
ト
の
変
遷
―
関
東
地
方
か
ら
の
場
合
―
」『
筑

波
大
学
人
文
地
理
学
研
究
』
Ⅹ
Ⅳ
、
二
〇
〇
一
年
。

（
（（
）　
守
屋
毅
「
金
比
羅
信
仰
と
金
比
羅
参
詣
を
め
ぐ
る
覚
書
―
民
間
信
仰
と
庶
民
の
旅
を
考
え
る

た
め
に
―
」（『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
』九
、一
九
七
六
年
）。
小
林
寛
子「『
筑
紫
紀
行
』と『
続

膝
栗
毛
』『
金
草
鞋
』（『
古
典
研
究
』
二
一
、一
九
九
四
年
）。
丹
前
掲
書
、
九
七
～
一
〇
〇
頁
。

丹
氏
は
、
一
九
が
『
讃
岐
国
象
頭
山
金
毘
羅
詣
』・『
金
毘
羅
参
詣
続
膝
栗
毛
』・『
金
草
鞋
』
の

内
容
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
書
き
分
け
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

（
（（
）　
中
村
前
掲
書
。

（
（（
）　
丹
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
。

（
（（
）　
拙
稿
「
金
沢
八
景
参
詣
と
江
戸
資
本
・
在
地
出
版
」『
宗
教
を
め
ぐ
る
地
域
』〈
シ
リ
ー
ズ
近

世
の
宗
教
と
社
会
・
第
一
巻
〉、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。

（
（（
）　
東
京
学
芸
大
学
望
月
文
庫
蔵
の
も
の
に
よ
れ
ば
、
寛
政
六
年
十
月
に
「
矢
口
詣
」
と
し
て
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
、「
大
師
河
原
」
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
後
の
藤
岡
屋
板
は

全
く
別
の
も
の
で
、
よ
り
紀
行
文
体
と
な
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
紀
行
文
を
も
と
に
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
（0
）　
近
年
『
池
上
詣
』（
小
泉
吉
永
氏
所
蔵
）
が
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
本
門
寺
へ
往
復
す
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、『
大
師
河
原
詣
』
も
同
地
へ
往
復
す
る
内
容
で
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。

（
（（
）　
拙
稿
「
川
崎
大
師
平
間
寺
の
隆
盛
と
厄
除
信
仰
」『
民
衆
史
研
究
』
六
四
、二
〇
〇
二
年
。
安

藤
優
一
郎
『
徳
川
将
軍
家
の
演
出
力
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
将
軍
家
・
御
三
家
・

御
三
卿
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
。
し
か
し
、
寺
史
を
主
に

使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
史
料
的
根
拠
に
は
若
干
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
平
間
寺
信
仰
は
、

ま
ず
江
戸
市
中
で
の
御
影
供
な
ど
の
真
言
宗
の
行
事
の
高
ま
り
と
と
も
に
江
戸
町
人
に
も
認
識

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
突
然
将
軍
家
の
参
詣
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
（（
）　
拙
稿
「
川
崎
大
師
平
間
寺
の
隆
盛
と
厄
除
信
仰
」『
民
衆
史
研
究
』
六
四
、二
〇
〇
二
年
、

四
七
～
四
八
頁
。

（
（（
）　
三
都
外
へ
の
名
所
案
内
図
に
つ
い
て
は
、
西
田
與
四
郎
「
奈
良
の
古
地
図
」（『
奈
良
叢
記
』、

駸
々
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
）、
白
石
克
「
江
戸
時
代
の
鎌
倉
絵
図
―
諸
版
略
説
」（『
三
浦
古

文
化
』
三
四
、一
九
八
三
年
）、
矢
守
一
彦
『
古
地
図
と
風
景
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
）、

山
田
浩
之
「
近
世
大
和
の
参
詣
文
化
―
案
内
記
・
絵
図
・
案
内
人
を
例
と
し
て
」（『
神
道
宗
教
』
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一
四
六
、一
九
九
二
年
）、
山
近
博
義
「
近
世
奈
良
の
都
市
図
と
案
内
記
類
―
そ
の
概
要
お
よ
び

観
光
と
の
関
わ
り
」（『
奈
良
女
子
大
学
地
理
学
研
究
報
告
』
Ⅴ
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照

の
こ
と
。

（
（（
）　
前
掲
拙
著
、
第
六
章
。

（
（（
）　
圭
室
文
雄
前
掲
書
。
比
留
間
尚
「
江
戸
の
開
帳
」（
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
二
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）。
鈴
木
良
明
『
近
世
仏
教
と
勧
化
―
墓
縁
活
動
と
地
域
社
会
の

研
究
―
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）。

（
（（
）　
秋
本
典
夫
『
近
世
日
光
山
史
の
研
究
』、
名
著
出
版
、
一
九
八
二
年
。

（
（（
）　
以
下
本
段
落
は
前
掲
拙
著
、
終
章
。

（
（（
）　
拙
稿
「
金
沢
八
景
参
詣
と
在
地
出
版
・
江
戸
資
本
」
高
埜
利
彦
・
西
田
か
ほ
る
・
青
柳
周
一

編
『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
宗
教
と
社
会
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
。

（
（（
）　
山
本
英
二
「
解
説
」『
木
曽
路
名
所
図
会
』〈
版
本
地
誌
大
系
六
〉、臨
川
書
店
、一
九
九
五
年
。

（
（0
）　
小
井
川
百
合
子
「
仙
台
の
町
板
に
つ
い
て
」『
近
世
地
方
出
版
の
研
究
』、東
京
堂
出
版
、

一
九
九
二
年
。
同
「
仙
台
の
書
肆
に
つ
い
て
―
西
村
治
兵
衛
、
西
村
治
右
衛
門
、
伊
勢
屋
半
右

衛
門
、
伊
勢
屋
安
右
衛
門
」『
仙
台
市
博
物
館
年
報
』
二
、一
九
七
九
年
。

（
（（
）　
羽
賀
祥
二『
史
蹟
論
―
十
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
―
』、名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
。

（
（（
）　
塚
本
学
「
地
域
史
研
究
の
課
題
」『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
』
別
巻
二
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
、
三
三
五
頁
。
西
垣
晴
次
「
自
治
体
史
編
纂
の
現
状
と
問
題
点
」『
岩
波
講
座
　

日
本
通
史
』
別
巻
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

（
（（
）　
羽
賀
前
掲
書
、
第
三
章
及
び
第
九
章
。

（
（（
）　
青
木
美
智
男
「
地
域
文
化
の
生
成
」『
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
』
近
世
五
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
。

（
（（
）　『
鹿
島
志
』
解
題

（
（（
）　
川
村
優
前
掲
論
文
参
照
。

（
（（
）　
拙
稿
「
寺
社
参
詣
に
お
け
る
書
物
―
鎌
倉
参
詣
と
『
新
編
鎌
倉
志
』
―
」『
旅
と
日
本
『
発
見
』

―
移
動
と
交
通
の
文
化
形
成
力
―
』〈
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
研
究
集
会
報
告
書
〉、

二
〇
〇
九
年
。

（
（（
）　
吉
田
藩
の
藩
儒
で
当
時
今
切
関
所
の
下
改
役
で
あ
っ
た
山
本
恕
軒
が
江
ノ
島
・
鎌
倉
・
江
戸
・

日
光
な
ど
を
廻
り
新
居
に
帰
着
し
た
旅
に
お
い
て
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
を
携
帯
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
（
渡
辺
和
敏
監
修
『
近
世
豊
橋
の
旅
人
た
ち
―
旅
日
記
の
世
界
―
』、

豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
、
二
〇
〇
二
年
）。
彼
の
よ
う
な
地
方
文
人
の
上
位
と
言
っ
て
も

良
い
人
物
で
も
、
名
所
図
会
は
即
時
的
な
情
報
源
と
い
う
面
で
実
用
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
場
合
新
居
か
ら
の
出
発
で
あ
る
か
ら
、
名
所
図
会
を
全
冊
携
帯
す
る

必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
条
件
も
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
表
智
之
「
歴
史
の
読
出
し
／
歴
史
の
受
肉
化
」『
江
戸
の
思
想
』
七
、
ぺ
り
か
ん
社
、一九
九
七

年
。

（
（0
）　
白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
七
頁
。

（
（（
）　
杉
前
掲
書
。

（
（（
）　
例
え
ば
羽
賀
祥
二
前
掲
書
、
表
論
文
。

（
（（
）　
判
や
文
字
の
変
化
な
ど
は
特
に
な
く
、
利
用
さ
れ
方
は
変
化
し
て
も
、
形
態
は
維
持
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
点
で
は
、
手
習
い
本
と
し
て
の
範
疇
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

（
（（
）　
前
掲
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
知
識
人
層
の
多
く
は
、
庶
民
の
旅
と
は
お
よ
そ
異
質
で
、

極
め
て
自
律
的
な
旅
を
行
っ
て
い
た
。
何
故
な
ら
、
思
想
的
背
景
は
各
々
だ
が
、
独
自
に
読
み

込
ん
だ
歴
史
書
や
歌
集
・
地
誌
の
知
識
が
旅
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
展
示
プ
ロ
ジェク
ト
委
員
）

（
二
〇
〇
九
年
五
月
八
日
受
付
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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The study of Oraimono textbooks was started by pioneering achievements such as the “Classified catalog of 

Oraimono” edited by Kintaro Okamura, the “Outline of Japanese Textbooks - Oraimono” edited by Ken Ishikawa 

and Matsutaro Ishikawa, and the “Formation and Development of Oraimono” written by Matsutaro Ishikawa. 

These works mainly studied the formation process and genealogy of Oraimono textbooks. It was not until the 

publication of a series of academic works from the year 2000 that the social role of Oraimono textbooks drew the 

attention of researchers. However, the studies have never departed from the viewpoint of educational history 

or the fixed concept of “textbooks for educating common people.” Therefore, the Oraimono textbooks of the 

“pilgrimage type” studied in this article have also been evaluated as merely a ’temporary fad that got on the 

traveling boom of “Dochu Hizakurige”.’In this sense, the study of the social role of Oraimono textbooks still has 

considerable potential.

Thus, this article focuses on Oraimono textbooks published in Edo and divides them into periods as follows: 

the first period （Meiwa to Kansei Periods）, the second period （Kansei 6 to Bunka 10）, the third period （Bunsei 

4 and following）, the fourth period （Bunsei 5 and following）, and the fifth period （Tenpo 3 and following）. The 

regular Oraimono textbooks published in Kyoto and Osaka were published in Edo in the first period, while the 

original books were published in the second and fourth periods. The books published in the previous periods 

were recycled in the third and fifth periods. In the second period, books were published with a relatively liberal 

concept, but in the fourth period, guidebooks and geographical books were already overflowing among the public, 

and differentiation from other books was necessary. There were also many easy publications that diverted other 

books such as that of Juppen Ikku. The popularity of authors rather than the contents was used to sell books.

During the Kansei Period when Oraimono textbooks of the pilgrimage type appeared, there were almost no 

books capable of responding to the “popularization of traveling” except in three major cities. Oraimono textbooks 

were used as practical works for traveling, while the value of Oraimono textbooks of the “pilgrimage type” was 

also enhanced by adding practical information such as benefits, Kaido （highway） maps, etc. to the body texts. 

Moreover, Oraimono textbooks of the “pilgrimage type” also played a “geographical” role in first-time visits to 

many regions, hence contributing to the local education of geography, and helping create a major historical trend 

of geographical books edited by local residents in later years.

Key words: textbook, guidebook, kansei period
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