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現
代
の
日
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
お
み
や
げ
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
世
界
的
に
見
れ
ば
必
ず
し
も
一
般
的
な
光
景
と
は
言
え
な
い
。
と
り
わ
け
そ
の
土
地
の

名
物
と
さ
れ
る
饅
頭
や
団
子
な
ど
の
食
品
類
の
種
類
の
豊
富
さ
は
他
に
類
を
見
な
い
。
本
稿
で
は
、

こ
の
よ
う
な
近
代
日
本
の
お
み
や
げ
を
近
世
か
ら
の
展
開
を
ふ
ま
え
、
鉄
道
の
発
達
と
の
関
係
性
か

ら
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

近
世
日
本
で
は
神
社
仏
閣
へ
の
参
詣
の
際
に
、
そ
の
証
と
し
て
の
お
み
や
げ
が
発
達
し
た
が
、
そ

の
多
く
は
、
軽
く
て
嵩
張
ら
な
い
非
食
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
社
仏
閣
の
門
前
や
街
道
筋
な
ど
で
は

饅
頭
や
団
子
な
ど
の
名
物
が
さ
か
ん
に
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
基
本
的
に
そ
の
場
で
食

さ
れ
る
も
の
で
、
お
み
や
げ
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
時
代
に
な
り
鉄
道
が
開
通
し
旅
行
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
近
世
以
来
の
名
物
は
持

近
代
お
み
や
げ
考
　

鈴
木
勇
一
郎

は
じ
め
に

❶
み
や
げ
と
名
物

❷
名
物
の
お
み
や
げ
化
と
鉄
道
の
発
達

❸
安
倍
川
餅
と
山
葵
漬

❹
明
治
期
東
海
道
線
各
駅
の
名
物

❺
名
物
の
駅
構
内
販
売

❻
赤
福
と
伊
勢
名
物

❼
大
垣
の
柿
羊
羹

❽
京
都
八
ツ
橋

お
わ
り
に

ち
帰
り
が
で
き
る
お
み
や
げ
に
転
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
際
に
は
、
駅
構
内
で
の
販
売
権
の
確
保
が
知
名
度
向
上
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
同

時
に
保
存
性
の
向
上
や
容
器
の
改
良
な
ど
、
お
み
や
げ
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
形
へ
と
変
容
し
て

い
っ
た
。
こ
う
し
た
創
意
工
夫
を
奨
励
し
、
知
名
度
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
各

地
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
や
共
進
会
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
お
み
や
げ
は
前
近
代
か
ら
の
系
譜
の
上
に
成
り
立
ち
つ
つ
も
鉄
道
や

博
覧
会
と
い
っ
た
近
代
的
な
装
置
を
媒
介
と
し
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
な
特

徴
と
い
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
名
物
、
お
み
や
げ
、
鉄
道
、
博
覧
会
、
参
詣
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は
じ
め
に

現
在
の
日
本
の
観
光
地
な
ど
で
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
お
み
や
げ
が
盛
ん
に
売
ら
れ

て
い
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
光
景
は
世
界
的
に

見
れ
ば
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
姿
で
は
な
い
。

従
っ
て
外
国
人
、
と
り
わ
け
欧
米
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
興
味
深
く
映
る
こ
と

が
多
い
よ
う
だ
。
例
え
ば
二
〇
〇
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
大
英
博
物
館
で
「
現
代
日
本

の
お
み
や
げ
」
と
い
う
小
さ
な
企
画
展
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
現
代
日
本
の
観
光
地
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
る
お
み
や
げ
を
収
集
し
て
き

て
展
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
日
本
人
の
観
光
客
は
欧
米
に
お
い
て
次
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
人
観
光
客
に
関
し
て
、
西
洋
に
広
が
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
日
本
人

は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
ヵ
所
に
長
く
留
ま
る
よ
り
も

い
ろ
い
ろ
な
所
を
見
て
ま
わ
り
、
し
か
も
多
く
の
高
額
な
お
み
や
げ
を
買
う
こ
と
等

が
あ
り
ま
す
（
（
（

。」

こ
の
よ
う
に
日
本
人
の
旅
文
化
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
お
み
や
げ
の
文
化
は
極
め

て
特
異
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
。

実
際
、
外
国
で
出
版
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
お
み
や
げ
に
関
す
る
記
述
は

非
常
に
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
日
本
語
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
海
外
用
国
内

用
を
問
わ
ず
買
い
物
、
お
み
や
げ
情
報
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
英
語
の
代
表

的
な
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
“Lonely Planet

”
な
ど
と
比
較
す
る
と
そ
の

差
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。

ま
た
日
本
の
少
し
大
き
な
駅
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
売
店
な
ど
で
、
お

み
や
げ
が
大
量
に
売
ら
れ
て
い
る
。
地
方
の
小
さ
な
駅
で
す
ら
、
多
少
と
も
拠
点
と

な
る
よ
う
な
駅
で
は
、
売
店
で
お
み
や
げ
を
扱
っ
て
い
る
。
欧
米
の
駅
で
は
、
基
本

的
に
お
み
や
げ
が
日
本
の
よ
う
な
形
で
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
欧
米
で
も
お
み
や
げ
屋
は
あ
る
し
、
駅
で
は
な
く
と
も
国

際
空
港
な
ど
で
は
、
当
然
お
み
や
げ
は
売
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
手
工
業
製
品
な

ど
非
食
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
が
特
徴
的
な
の
は
、
お
菓
子
類
な
ど
、
そ

の
土
地
の
名
産
と
称
す
る
食
べ
物
類
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
そ
の
土
地
の
名
物
と
さ
れ
る
食
品
類
が
、
諸
外
国
と
比

べ
て
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
外
国
人
か
ら
見
る
と
特
異
と
さ
れ
る
日
本
の
お
み
や
げ
に

つ
い
て
の
研
究
は
、
国
内
で
も
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ

る
（
（
（

。
そ
の
中
で
神
崎
宣
武
に
よ
る
業
績
は
数
少
な
い
先
行
研
究
と
い
っ
て
よ
い
。

神
崎
は
み
や
げ
の
起
源
を
探
る
と
と
も
に
、
贈
答
に
ま
つ
わ
る
習
俗
や
近
世
に
お

け
る
名
物
・
み
や
げ
の
発
達
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
彼
は
近
世
の
名
物
の
発
達

と
近
代
に
お
け
る
み
や
げ
と
の
間
に
は
、
か
な
り
の
落
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
実
は
饅
頭
な
ど
食
物
の
お
み
や
げ
の
多
く
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
神
崎
の
所
論
の
お
お
く
は
、
近
世
以
前
に
お
け
る
名
物
の

発
生
や
楊
枝
な
ど
と
い
っ
た
近
世
的
な
お
み
や
げ
の
展
開
の
分
析
に
費
や
さ
れ
て
お

り
、
近
代
に
お
け
る
お
み
や
げ
の
展
開
に
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。

本
稿
で
は
、
近
世
以
前
か
ら
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
代
の
お
み
や
げ
が
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
近
世
か
ら
旅
の
需
要
が
旺
盛
で
、
名
物
が
数
多
く

生
み
出
さ
れ
て
い
た
東
海
道
沿
道
の
状
況
を
中
心
に
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。

❶
み
や
げ
と
名
物

ま
ず
神
崎
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、「
お
み
や
げ
」
の
起
源
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
き
た
い
。
み
や
げ
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
有
力
な
ひ
と

つ
は
、「
宮
笥
」
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
社
に
参
る
と
き
に
持
っ
て
い
く
笥
と
い
う

供
物
を
入
れ
る
器
の
意
か
ら
転
じ
た
と
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、「
屯
倉
」
か
ら
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き
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
和
朝
廷
の
直
轄
領
の
稲
米
の
倉
あ
る
「
屯
倉
」

が
転
じ
て
、
都
に
運
ん
だ
地
方
の
産
物
の
収
納
に
も
通
じ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
そ

こ
に
は
神
仏
や
貴
人
に
対
す
る
「
献
上
品
」
や
「
も
て
な
し
」
の
意
が
色
濃
く
存
在

し
て
い
る
」
と
い
う
（
（
（

。

そ
う
し
て
神
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
人
は
神
酒
な
ど
を
授
か
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
神
と
人
は
神
人
供
食
、
つ
ま
り
直
会
を
果
た
し
、
そ
れ
で
人

び
と
は
「
お
か
げ
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
「
お
か
げ
」
を
家
族
や
講
員
に
帰
宅

し
て
か
ら
報
告
す
る
証
拠
の
品
と
し
て
、
酒
盃
な
ど
が
持
ち
帰
ら
れ
た
こ
と
が
み
や

げ
の
原
初
的
な
形
態
で
あ
っ
た
（
（
（

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
み
や
げ
は
元
来
神
々
の
「
お
か
げ
」
を
分
か
ち
合
う
と
い
う

こ
と
が
そ
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
寺
社
に
参
詣
す
る
人
数
が
増
え
る
と
、
す
べ
て
が
寺
社
や
御
師
な
ど
か

ら
の
授
か
り
も
の
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
代
わ
る
品
を

み
や
げ
と
し
て
売
る
店
が
門
前
に
発
達
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
（
（

。

こ
う
し
て
、
神
社
仏
閣
の
門
前
な
ど
で
は
、
名
物
が
次
々
と
生
ま
れ
、
み
や
げ
と

し
て
購
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
「
江
戸
時
代
の
庶
民
の
旅
の
隆
盛
の
な
か
で
餅
・
団
子
・
饅
頭

の
類
が
名
物
化
し
た
の
は
事
実
と
い
う
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
ミ
ヤ
ゲ
と
し

て
広
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
名
物
、
す
な
わ
ち
ミ
ヤ
ゲ
で
は
な
い
」
と
い
う
。
つ

ま
り
「
徒
歩
で
旅
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
持
ち
運
べ
る
品
は
限
ら
れ

て
い
た
」
の
で
あ
る
（
（
（

。

従
っ
て
、
神
社
仏
閣
の
門
前
の
茶
屋
な
ど
で
数
多
く
売
ら
れ
て
い
た
饅
頭
や
団
子

な
ど
の
名
物
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
場
で
食
す
る
も
の
で
、
み
や
げ
と
は
異
な
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
近
世
に
は
、
み
や
げ
は
基
本
的
に
は
腐
ら
ず
に
持
ち
運
び
が
し
や
す
い
も

の
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
多
く
は
楊
枝
や
団
扇
な

ど
非
食
品
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
た
び
み
や
げ
の
本
流
は
、
手
工
業
品
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
伊
勢
参
宮
で
は
伊
勢
暦
、万
金
丹
、煙
草
入
れ
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ

た
（
（
（

。
み
や
げ
は
、
そ
の
神
社
仏
閣
参
拝
の
「
証
明
」
と
云
う
性
格
も
強
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
こ
へ
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
日
本
の
み
や
げ
は
、
神
仏
の
「
お
か
げ
」
を
分
か
つ
と
い
う
こ
と
に
そ

の
原
初
形
態
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
持
ち
運
び
や
保
存
な
ど
の
制
約
か
ら
手
工

業
品
に
限
ら
れ
、
神
社
仏
閣
の
門
前
や
街
道
筋
な
ど
で
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
餅

や
饅
頭
な
ど
の
「
名
物
」
と
は
、必
ず
し
も
重
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

み
や
げ
が
そ
の
場
所
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
と

す
れ
ば
、
神
社
仏
閣
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
目
的
地
で
発
達
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
一
方
で
は
近
世
の
東
海
道
の
沿
道
で
も
多
く
の
名
物
が
誕
生
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
は
、
ま
だ
砂
糖
は
高
価
で
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
道
中
の
名
物
と
し

て
多
か
っ
た
砂
糖
を
使
っ
た
あ
ん
入
り
の
菓
子
を
食
す
る
の
は
、
庶
民
に
と
っ
て
は

ハ
レ
の
行
為
で
あ
っ
た
（
（
（

。

こ
れ
ら
名
物
の
多
く
は
基
本
的
に
、街
道
を
行
き
交
う
旅
人
た
ち
が
、休
息
を
と
っ

た
際
に
摂
る
間
食
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
だ
が
、
同
時
に
単
な
る
道
中
食
に
と

ど
ま
ら
ず
、そ
の
土
地
特
有
の
「
名
物
」
と
し
て
、次
第
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。

名
物
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
扱
う
内
容
に
ひ
き
つ

け
れ
ば
「
古
来
其
土
地
の
人
情
、
風
俗
、
習
慣
、
歴
史
、
気
候
、
地
質
に
因
て
、
其

土
地
限
り
、
生
出
す
る
特
有
の
製
作
、
特
有
の
物
産
に
し
て
、
決
し
て
他
の
土
地
に

於
て
、
摸
倣
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
製
作
と
、
決
し
て
他
の
土
地
に
於
て
発
育
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
物
産
と
で
あ
る
（
（
（

」と
捉
え
て
そ
れ
ほ
ど
ま
ち
が
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
土
地
特
有
の
材
料
か
ら
な
る
物
産
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
必
ず
し
も
常
に
適
当
な
も
の
が
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で

も
名
物
た
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
土
地
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
何
ら
か
の
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由
緒
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
「
附
近
の
名
勝
旧
跡
又
は
伝
説
等
に
因
ん
だ
命
名
等

に
よ
っ
て
（
（1
（

」
名
物
化
す
る
と
い
う
手
段
が
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

例
え
ば
、
東
海
道
草
津
宿
の
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
姥
が
餅
は
、
戦
国
時
代

の
武
将
佐
々
木
義
賢
が
織
田
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
た
際
、
そ
の
曾
孫
の
世
話
を
乳
母
に

託
し
た
。
彼
女
は
子
供
を
連
れ
て
草
津
に
身
を
潜
め
た
が
、
や
が
て
餅
を
作
っ
て
旅

人
に
売
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
（（
（

。

草
津
の
姥
が
餅
以
外
に
も
近
世
の
東
海
道
で
は
、
旅
人
の
増
加
と
と
も
に
各
地
で

饅
頭
や
餅
な
ど
が
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
土
地
の
名
物
と
し
て
発
達
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
鶴
見
の
米
饅
頭
、
静
岡
の
安
倍
川
餅
、
宇
津
の
十
団
子
、
小
夜
の
中
山

の
飴
の
餅
、
日
坂
の
蕨
餅
な
ど
が
（
（1
（

、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
名
物
は
、
旅
人
が
茶
屋
な
ど
で
休
憩
の
際
に
食
し
た
も
の
で
、
基
本
的

に
は
お
み
や
げ
と
し
て
持
ち
帰
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
東
海
道
筋
で
売
ら
れ
て
い
た
名
物
は
、
街
道
筋
の
茶
屋
な
ど
基
本
的

に
は
通
過
点
で
消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
時
点

で
名
物
が
次
第
に
お
み
や
げ
化
し
、
こ
の
両
者
が
融
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

❷
名
物
の
お
み
や
げ
化
と
鉄
道
の
発
達

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
近
世
の
お
み
や
げ
と
し
て
は
、
腐
ら
ず
、
か
さ
ば
ら
な
い

も
の
が
好
ま
れ
て
い
た
（
（1
（

。
従
っ
て
近
世
の
名
物
は
、
基
本
的
に
は
お
み
や
げ
と
し
て

持
ち
帰
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
（1
（

。
し
か
し
そ
の
状

況
は
、
鉄
道
の
開
通
に
よ
り
変
化
を
始
め
る
。

そ
の
最
も
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
明
治
二
十
二
年
の
東
海
道
線
の
全
通
で

あ
ろ
う
。
同
線
の
全
通
に
よ
っ
て
、
東
京
と
大
阪
・
京
都
の
間
の
所
要
時
間
が
劇
的

に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
き
く
変
化
し
た
の
は
生
も
の
の
輸
送
で
あ
っ
た
。
当
時

の
新
聞
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
東
海
道
の
汽
車
全
通
し
て
朝
さ
に
大
阪
の
酒
を
飲
夕
に
東
京
の
肴
を
食
ふ
便
利
を

得
し
た
め
本
年
は
大
阪
の
産
な
る
ハ
モ
を
府
下
へ
年
首
の
進
物
に
送
る
者
多
く
内
国

通
運
会
社
に
て
は
続
々
到
着
す
る
ゆ
え
右
配
達
人
は
非
常
に
忙
し
き
よ
し
（
（1
（

」

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
次
元
で
の
お
み
や
げ
で
は

な
い
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
当
時
の
輸
送
体
系
で
は
、
同
日
中
の
荷
物
の
託
送
は
困
難

な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
東
海
道
線
の
開
通
に
よ
り
、
東
京
と
京
都
・
大
阪

な
ど
と
の
間
の
所
要
時
間
が
劇
的
に
短
縮
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
食
物
の
贈
答
に
も
革

命
的
な
変
化
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
鉄
道
の
開
通
は
新
た
な
名
物
を
作
り
出
し
て
い
く
大
き
な
端
緒
と
も
な
っ

た
。
例
え
ば
、
明
治
十
七
年
六
月
二
十
五
日
に
現
在
の
高
崎
線
が
開
通
し
た
が
、
そ

の
約
一
年
後
の
十
八
年
八
月
に
は
、
伊
香
保
帰
り
の
客
な
ど
を
あ
て
こ
ん
で
、
高
崎

の
業
者
が
真
砂
饅
頭
と
い
う
も
の
を
発
売
し
て
い
る
。

「
今
度
上
州
高
崎
連
雀
町
の
近
田
喜
兵
衛
方
よ
り
売
出
し
き
新
製
真
砂
饅
頭
ハ
伊
香

保
帰
り
な
ど
の
お
み
や
げ
ニ
ハ
宜
き
思
ひ
付
き
な
り
（
（1
（

」

こ
れ
は
、
明
治
三
十
三
年
に
発
行
さ
れ
た
日
本
鉄
道
沿
線
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ

る
『
日
本
鉄
道
案
内
記
』
に
も
「
近
田
饅
頭
は
味
美
に
し
て
都
人
の
口
に
適
せ
り
（
（1
（

」

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
で
は
、
各
駅
で
の
名
物
菓
子
の
類
は
基
本
的

に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
特
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
な
り
に
人
口
に
膾
炙
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

❸
安
倍
川
餅
と
山
葵
漬

安
倍
川
餅
は
、
近
世
か
ら
東
海
道
の
名
物
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
。
当
時
は
そ
の
名
が
示
す
如
く
、安
倍
川
の
近
辺
で
売
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
る
。

慶
長
年
間
、
徳
川
家
康
が
御
用
金
山
で
あ
る
井
川
笹
山
の
巡
見
に
赴
い
た
時
、
あ

る
男
が
餅
を
作
っ
て
献
上
し
た
。
家
康
が
餅
の
名
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
男
は
安
倍
川
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と
金
山
の
金
粉
に
因
ん
で
「
安
倍
川
の
金
な
粉
餅
」
と
答
え
た
の
で
、家
康
は
喜
び
、

そ
の
後
安
倍
川
餅
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
（1
（

。

安
倍
川
餅
は
、
近
世
を
通
じ
て
安
倍
川
の
袂
の
茶
屋
で
売
ら
れ
る
名
物
と
し
て
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
明
治
以
後
東
海
道
線
の
開
通
と
と
も
に
「
次
第
に
衰
微

し
石
部
屋
外
一
軒
の
外
営
業
す
る
も
の
な
き
（
（1
（

」
状
況
に
立
ち
至
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
安
倍
川
餅
は
静
岡
駅
の
構
内
で
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
汽
車
が
静

岡
駅
に
停
ま
る
と
「
名
物
安
倍
川
餅
」
の
声
を
旅
客
は
山
葵
漬
と
共
に
聞
く
で
あ
ら

う
（
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
静
岡
駅
の
名
物
と
な
っ
て
成
長
し
て
い
っ
た
。

こ
こ
で
名
前
の
出
て
き
た
山
葵
漬
も
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
説
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
幕
末
頃
に
は
そ
の
原
形
は
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
1（
（

。
し
か
し
基
本
的

に
は
「
東
海
道
鉄
道
開
設
前
は
さ
し
た
る
事
な
か
り
し
（
11
（

」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

明
治
三
十
年
代
に
は
す
で
に
「
開
設
以
来
東
西
往
復
の
旅
客
に
好
箇
の
お
み
や
げ

と
し
て
珍
重
せ
ら
れ
現
に
静
岡
停
車
場
に
て
も
日
々
の
売
高
夥
敷
当
市
一
廉
の
特
産

と
称
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
（
11
（

」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
静
岡
駅
の
構
内
で
販
売
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
発
展
す
る
端
緒
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

明
治
初
期
に
は
田
尻
屋
と
い
う
業
者
が
主
に
製
造
販
売
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
鉄

道
開
通
以
後
、
小
泉
楼
や
田
丸
屋
な
ど
の
商
品
が
構
内
販
売
に
進
出
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
田
丸
屋
は
、
山
葵
漬
の
容
器
と
し
て
鮓
桶
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
樽
型

の
容
器
を
開
発
し
、
こ
れ
が
「
普
通
の
容
器
と
異
り
一
種
の
雅
致
が
あ
る
の
で
大
に

賞
賛
さ
れ
、
爾
来
各
種
の
共
進
会
・
博
覧
会
等
に
出
品
し
大
に
宣
伝
に
努
め
た
」
と

さ
れ
て
お
り
（
11
（

、
こ
れ
が
次
第
に
田
丸
屋
が
山
葵
漬
の
市
場
で
主
導
権
を
握
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

❹
明
治
期
東
海
道
線
各
駅
の
名
物

こ
う
し
て
次
第
に
、
東
海
道
線
の
各
駅
に
新
た
な
東
海
道
の
名
物
が
形
成
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
九
年
二
月
の
『
風
俗
画
報
』
で
は
、
次
の
よ
う

に
各
駅
で
の
名
物
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

○
　
大
船
　
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
は
、
鎌
倉
ハ
ム
の
名
産
を
利
用
し
、
製
造
販
売
せ
り
、

味
ひ
塩
辛
く
洋
食
通
の
口
に
適
せ
ず
。

○
　
国
府
津
　
烏
賊
の
塩
辛
、
小
田
原
よ
り
取
り
寄
せ
て
同
駅
に
於
て
販
売
す

○
　
山
北
　
鮎
ず
し
、
他
駅
に
な
き
名
物
に
し
て
珍
ら
し
く
、
車
中
に
於
て
弁
当
の

代
用
と
し
て
、
又
土
産
用
と
し
て
も
一
寸
受
け
の
好
き
方
な
り
。

同
蒸
饅
頭
、
田
舎
製
に
し
て
都
人
士
の
口
に
は
適
し
難
し

○
　
御
殿
場
　
名
物
蒸
饅
頭
、
山
北
駅
と
同
じ
く
粗
製
の
品
也
。

○
　
沼
津
　
鯛
テ
ン
プ
　
一
個
十
五
銭
の
品
と
し
て
価
値
ア
リ
、
普
通
弁
当
に
振
り

掛
け
て
用
ぶ
れ
ば
頗
る
味
美
し
。

○
　
静
岡
　
山
葵
漬
、
名
物
と
し
て
大
に
成
果
を
博
し
、
値
段
の
安
き
割
合
に
は
体

裁
よ
く
お
み
や
げ
に
は
殊
に
好
し
。

○
　
堀
の
内
　
小
夜
の
中
山
の
飴
の
餅
は
体
裁
も
よ
く
味
ひ
中
々
な
り
、
所
柄
と
の

小
（
マ
マ
（供

へ
の
土
産
品
に
は
殊
に
妙
な
ら
む
。

○
　
浜
松
　
浜
納
豆
、
名
物
の
一
な
る
も
、
好
き
嫌
ひ
あ
り
て
各
方
面
に
適
せ
ざ
る

土
産
な
ら
ん
か
。

○
　
豊
橋
　
玉
霰
、
少
さ
き
角
砂
糖
の
菓
子
な
る
が
、
頗
る
好
き
土
産
品
な
り
、
又

蜜
柑
も
此
地
の
名
物
と
す
。

○
　
岡
崎
　
八
丁
味
噌
が
第
一
の
名
産
に
て
、
台
所
用
と
し
て
土
産
品
な
り
、
又
如

月
と
称
す
る
菓
子
も
名
物
に
て
、
武
力
の
缶
入
り
に
て
二
十
銭
金
一
寸
体
裁
も

好
し
。

○
　
名
古
屋
　
有
名
な
る
宮
重
大
根
を
始
め
、
漬
物
類
多
々
あ
る
も
、
是
ぞ
と
云
ふ

名
物
と
称
す
る
程
の
も
の
な
し
。

○
　
岐
阜
　
第
一
が
先
づ
鮎
の
塩
辛
な
ら
ん
か
、
値
段
比
較
的
高
価
な
る
も
酒
客
の

贈
り
物
に
適
当
、
就
中
鮎
の
粕
漬
は
高
尚
な
る
お
み
や
げ
な
り
。

○
　
大
垣
　
柿
養
甘
は
甘
味
な
る
珍
品
な
り
、
白
柿
は
柿
の
名
所
だ
け
に
結
構
の
品

た
り
、
養
老
酒
は
名
物
と
し
て
も
古
き
も
の
な
り
、
世
に
名
高
し
。
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○
　
米
原
　
名
物
姥
が
餅
、
味
美
な
る
も
少
量
の
感
あ
り
、
下
戸
連
に
は
好
か
る
る

品
な
り
、
赤
蕪
の
漬
物
は
土
産
と
し
て
は
好
適
品
、
栗
羊
羹
及
び
水
鮎
等
も
名

物
な
り
。

○
　
馬
場
　
琵
琶
湖
名
産
の
鮎
ず
し
、
人
に
よ
り
て
好
き
嫌
ひ
あ
り
、
一
般
の
土
産

品
と
し
て
如
何
に
や
、
又
走
り
餅
も
名
高
き
餅
な
り
。

○
　
京
都
　
蕪
の
千
枚
漬
、
是
は
此
地
第
一
の
名
産
に
て
味
好
く
、
お
み
や
げ
に
は

第
一
等
の
品
と
す
。

○
　
大
阪
　
雀
す
し
と
称
せ
る
小
鯛
の
す
し
は
味
殊
に
如
く
、
新
町
橋
及
筋
違
橋
の

両
本
家
を
凌
ぎ
味
を
持
て
り
、
難
波
饅
頭
は
味
好
く
、
売
行
好
く
下
戸
連
に
歓

迎
せ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
岩
お
こ
し
も
同
地
有
名
の
お
み
や
げ
な
り

○
　
神
戸
　
玉
簾
と
称
す
る
製
茶
入
の
茶
用
菓
子
は
頗
る
好
き
品
に
し
て
価
も
安

く
、
風
流
人
等
へ
の
土
産
に
適
す
、
瓦
煎
餅
は
名
物
の
一
に
し
て
、
土
産
に
は

好
き
品
と
な
す
（
11
（

。

こ
の
中
に
は
、
大
船
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
や
山
北
の
鮎
鮨
、
大
阪
の
雀
鮨
な
ど
、
恐

ら
く
車
内
で
食
べ
る
駅
弁
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
基
本
的
に
お
み
や
げ

と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
治
三
十
年
代
後
半
に
は
、

東
海
道
線
の
各
駅
で
売
ら
れ
る
名
物
が
確
立
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
は
各
業
者
が
、
鉄
道
当
局
か
ら
構
内
営
業
の
許
可
を
得
て
販
売
し
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
正
期
に
は
東
海
道
線
の
各
駅
だ
け
で
全
国
の
鉄
道
駅
の
構
内

営
業
売
上
高
の
約
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
な
ど
（
11
（

、
同
線
は
鉄
道

構
内
営
業
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。

一
方
、
近
世
の
東
海
道
で
は
、
著
名
な
名
物
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
、
こ
の
よ

う
な
旅
や
交
通
体
系
の
変
化
に
順
応
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
急
速
に
衰
退
し
て

い
っ
た
。

金
谷
宿
と
日
坂
宿
の
間
に
あ
る
峠
、
小
夜
の
中
山
で
は
、
飴
の
餅
と
よ
ば
れ
る
二

枚
の
焼
餅
に
水
飴
を
挟
ん
だ
も
の
が
名
物
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
と
り
わ
け
近

世
中
期
以
降
は
盛
ん
に
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
11
（

。
こ
れ
は
焼
餅
に
水
飴
を
絡
め

た
も
の
で
、
休
憩
時
に
茶
屋
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治

に
な
り
鉄
道
が
開
通
し
、
小
夜
の
中
山
が
東
海
道
交
通
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
か
ら
離
れ

る
と
、「
東
海
道
汽
車
交
通
の
為
め
、
大
に
衰
微
す
る
に
至
（
11
（

」
っ
た
と
い
う
。
先
の

記
事
で
は
東
海
道
線
開
通
以
後
も
堀
の
内
駅
（
現
在
の
菊
川
駅
）
で
売
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
名
を
知
る
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
く

な
っ
て
い
る
。

❺
名
物
の
駅
構
内
販
売
　

四
日
市
の
南
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
、
日
永
と
い
う
集
落
が
あ

る
。
こ
こ
で
も
東
海
道
を
行
く
旅
人
た
ち
、
と
り
わ
け
伊
勢
参
宮
の
客
を
当
て
込
ん

で
永
餅
と
い
う
名
物
の
餅
が
売
ら
れ
て
い
た
（
11
（

。

と
こ
ろ
が
「
関
西
線
の
発
展
と
共
に
日
永
村
は
交
通
不
便
な
場
所
に
な
っ
て
永
餅

の
売
行
き
に
異
状
を
来
た
し
た
の
で
明
治
の
末
期
に
至
っ
て
こ
れ
を
四
日
市
の
名
物

に
し
て
売
出
し
（
11
（

」
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
永
餅
は
そ
の
後
、
日
永
で
は
な
く
四
日
市

の
名
物
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
鉄
道
の
開
通
な
ど
の
交
通
体
系
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
名

物
と
し
て
地
位
を
維
持
発
展
さ
せ
て
い
く
上
で
は
、
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
も
っ
と
も
効
果
的
な
方
法
が
鉄
道
駅
構
内
販
売
へ
の
進
出
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
松
阪
駅
で
は

「
参
宮
鉄
道
株
式
会
社
で
あ
っ
た
頃
か
ら
、参
宮
線
の
松
阪
駅
で
は
売
子
が
名
物
「
老

の
伴
」
を
汽
車
の
発
着
毎
に
呼
び
売
り
し
て
い
た
（
1（
（

」

ま
た
関
西
線
の
関
駅
で
も

「
途
中
関
町
に
至
れ
ば
名
物
の
菓
子
関
の
戸
関
の
戸
と
呼
び
て
車
の
外
を
売
り
歩
く
（
11
（

」

さ
ら
に
東
海
道
線
の
草
津
駅
で
は

「
今
は
東
海
道
と
草
津
線
の
分
岐
点
で
姥
が
餅
は
駅
に
ま
で
進
出
し
て
折
に
入
れ
て

呼
売
し
て
い
る
（
11
（

」
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東
海
道
線
以
外
で
も
例
え
ば
東
北
線
の
郡
山
駅
で
は

「
現
在
東
北
本
線
郡
山
駅
で
、
こ
の
名
物
薄
皮
饅
頭
を
売
っ
て
い
る
の
を
、
旅
し
た

人
は
記
憶
に
存
す
る
こ
と
だ
ら
う
。
明
治
二
十
年
鉄
道
の
便
開
く
と
共
に
郡
山
の
代

表
的
名
菓
と
し
て
認
め
ら
れ
、
郡
山
名
物
と
し
て
駅
売
を
な
し
名
声
茲
に
高
ま
り
今

尚
継
続
す
（
11
（

」

な
ど
と
そ
の
情
景
が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
駅
構
内
で
の
販
売
に
積
極
的
に

進
出
す
る
こ
と
が
、
発
展
の
た
め
の
大
き
な
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

鉄
道
の
停
車
場
内
で
の
構
内
営
業
は
、
そ
の
初
期
に
は
鉄
道
当
局
や
鉄
道
会
社

が
、
建
設
な
ど
に
際
し
て
尽
力
し
た
地
元
の
有
力
者
な
ど
に
、
個
別
に
営
業
の
許
可

を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。
次
第
に
こ
れ
を
統
制
す
る
規
則
や
規
程
な
ど
も
整
備
さ
れ

て
い
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
各
地
方
の
鉄
道
当
局
が
個
別
に
許
可
を
与
え
る
と
い
う

時
期
が
長
く
続
い
た
（
11
（

。

例
え
ば
先
に
触
れ
た
静
岡
駅
で
は
、
鉄
道
の
建
設
に
尽
力
し
た
と
さ
れ
る
旅
館
業

加
藤
滝
蔵
に
明
治
二
十
二
年
十
二
月
、
立
売
営
業
の
許
可
が
与
え
ら
れ
た
。
当
初
は

弁
当
販
売
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二
十
三
年
に
は
安
倍
川
餅
、
さ
ら
に

二
十
四
年
に
は
わ
さ
び
漬
の
販
売
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
11
（

。
こ
の
加
藤

弁
当
店
は
そ
の
後
紆
余
曲
折
を
経
て
東
海
軒
と
改
称
し
、
現
在
で
も
静
岡
駅
の
駅
弁

業
者
と
し
て
営
業
し
て
い
る
。

駅
構
内
営
業
人
は
、
鉄
道
当
局
に
営
業
料
を
上
納
す
る
代
わ
り
に
、
駅
構
内
で
の

独
占
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
（
11
（

、
静
岡
駅
の
構
内
で
は
山
葵
漬
や
安
倍
川
餅
と

い
っ
た
お
み
や
げ
も
基
本
的
に
こ
の
業
者
に
よ
る
販
売
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
必
ず
し
も
菓
子
（
名
物
）
製
造
業
者
＝
構
内
営
業
者
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
昭
和
七
年
に
は
、
公
傷
退
職
者
、
殉
職
者
遺
族
の
救
済
を
目
的
と
し
て
鉄

道
弘
済
会
が
設
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
弁
当
を
除
い
た
雑
貨
、
菓
子
類
の
販

売
が
同
会
に
移
行
さ
れ
（
11
（

、
以
後
の
お
み
や
げ
類
の
構
内
で
の
販
売
は
次
第
に
鉄
道
弘

済
会
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た
。

❻
赤
福
と
伊
勢
名
物

東
海
道
筋
と
並
ん
で
近
世
以
来
多
く
の
旅
人
を
集
め
て
き
た
の
が
、
伊
勢
参
宮
で

あ
る
。
現
在
伊
勢
の
代
表
的
な
名
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
赤
福
の
名
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
赤
福
の
創
業
は
、
宝
永
四
年
と
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
し
か
し
、
そ
の
経
営
者
自
身

が
「
も
と
よ
り
確
か
な
史
実
が
あ
る
わ
け
で
は
」
な
い
（
11
（

こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

正
確
な
起
源
は
詳
ら
か
で
な
い
。
実
際
に
は
近
世
に
は
そ
れ
ほ
ど
メ
ジ
ャ
ー
な
名
物

と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
文
久
三
年
の
大
神
宮
御
造
営
御
木
曳
や
慶
応
三
年
の
御
蔭
参
り
と
い
っ
た

イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
幕
末
に
は
一
応
伊
勢
名
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う

な
存
在
に
成
長
し
て
い
た
（
1（
（

。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
近
世
の
名
物
で
は
、
そ
の
来
歴
に
ま
つ
わ
る
由
緒
が
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
明
治
以
降
に
は
そ
れ
が
皇
室
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
な
っ
て
く
る
。

赤
福
が
発
展
し
て
い
く
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
も
、
明
治
三
十
八
年
十
一

月
に
日
露
戦
争
終
結
奉
告
の
た
め
に
行
わ
れ
た
明
治
天
皇
の
伊
勢
行
幸
で
あ
っ
た
。

こ
の
際
、い
く
つ
か
の
偶
然
が
重
な
っ
て
赤
福
が
は
じ
め
て
天
皇
の
許
に
届
け
ら
れ
、

こ
れ
を
機
会
に
赤
福
の
名
は
大
き
く
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
11
（

。

こ
の
よ
う
に
「
皇
室
ブ
ラ
ン
ド
」
が
経
済
発
展
や
地
域
開
発
の
た
め
に
積
極
的
に

利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、近
代
日
本
に
お
い
て
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

と
り
わ
け
日
露
戦
争
後
は
、
明
治
四
十
五
年
に
東
京
で
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た

日
本
大
博
覧
会
の
準
備
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
手
法
が
本
格
的
に
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
11
（

。
赤
福
が
明
治
天
皇
へ
の
献
上
を
盛
ん
に
喧
伝
し
、
そ

れ
を
発
展
の
大
き
な
契
機
と
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
に
う
ま
く
適
合
し

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
当
時
の
当
主
浜
田
種
助
は
こ
れ
を
機
会
に
赤
福
を
明
治
四
十
年
か
ら
山
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田
駅
と
亀
山
駅
で
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
11
（

。
こ
こ
で
も
、
駅
構
内
で
の
販
売
に
進

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
み
や
げ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
指

摘
で
き
よ
う
。

そ
の
際
に
浜
田
は
、「
炎
暑
厳
寒
の
候
数
日
を
経
る
も
変
味
せ
さ
る
」
よ
う
に
赤

福
を
改
良
し
、「
数
百
里
外
の
旅
客
も
懸
念
な
く
」
お
み
や
げ
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
努
め
る
と
も
に
（
11
（

、
構
内
販
売
用
に
新
に
折
詰
を
考
案
し
た
と
い
う
（
11
（

。

先
に
触
れ
た
山
葵
漬
や
後
で
触
れ
る
大
垣
の
柿
羊
羹
の
際
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
場
で
食
す
る
名
物
か
ら
持
ち
帰
り
を
前
提
と
す
る
お
み
や
げ
へ
と
転
形
を
遂
げ

て
い
く
た
め
に
は
、
内
容
そ
の
も
の
の
改
良
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
梱
包
す

る
容
器
の
工
夫
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
の
伊
勢
み
や
げ
の
中
に
も
こ
の
時
期
以
降
大
き
く
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
も
の

も
少
な
く
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
に
絲
印
煎
餅
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
表
面
に
銅
印

の
焼
印
を
押
し
た
煎
餅
で
あ
る
が
、
そ
の
創
製
自
体
も
赤
福
が
献
上
さ
れ
た
の
と
同

じ
明
治
三
十
八
年
の
明
治
天
皇
伊
勢
行
幸
の
際
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
を
機
会
と
し
て

商
品
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
11
（

。

ま
た
、
そ
の
創
始
は
江
戸
時
代
と
伝
え
ら
れ
る
生
姜
糖
も
長
ら
く
伊
勢
名
物
と
し

て
知
ら
れ
、
山
形
屋
が
中
心
と
な
っ
て
製
造
販
売
さ
れ
て
い
た
時
期
が
長
く
続
い
て

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
三
年
に
中
之
切
町
の
三
上
安
兵
衛
が
「
剣
先
御
祓
形
」
の

生
姜
糖
を
開
発
し
意
匠
登
録
を
受
け
、
こ
れ
を
基
に
今
在
家
町
の
牧
戸
浅
吉
が
岩
戸

屋
を
創
業
し
「
の
し
形
」
の
生
姜
糖
を
商
品
化
す
る
と
、
意
匠
の
奇
抜
さ
と
価
格
の

低
廉
さ
を
武
器
に
次
第
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
大
正
元
年
に
二

光
堂
が
開
業
し
、
生
姜
糖
の
製
造
販
売
に
参
入
す
る
と
、
こ
の
両
業
者
が
次
第
に
山

形
屋
の
市
場
を
侵
食
し
て
い
っ
た
（
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
か
ら
参
宮
客
が
多
数
訪
れ
て
い
た
伊
勢
で
も
明
治
末
期
以
降

に
多
く
の
名
物
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
業
者
に
よ
る

取
り
組
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
改
良
組
合
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
組
織
的

な
改
良
が
試
み
ら
れ
て
い
っ
た
（
11
（

。

❼
大
垣
の
柿
羊
羹

大
垣
は
、
近
世
に
お
い
て
は
美
濃
往
還
の
沿
道
に
位
置
し
た
城
下
町
で
は
あ
っ
た

が
、
東
海
道
か
ら
も
中
山
道
か
ら
も
外
れ
て
お
り
、
こ
こ
を
通
過
す
る
旅
人
は
こ
れ

ら
の
街
道
筋
に
比
べ
る
と
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
東
海

道
線
が
開
通
す
る
と
機
関
区
が
置
か
れ
、
次
第
に
主
要
駅
の
ひ
と
つ
に
成
長
し
て

い
っ
た
。

こ
の
町
に
宝
暦
五
年
に
創
業
し
た
と
さ
れ
る
槌
谷
と
い
う
和
菓
子
屋
が
あ
る
。
大

垣
は
、
古
く
か
ら
柿
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
が
、
大
垣
の
柿
を
め
ぐ
っ
て
は

関
が
原
の
合
戦
の
直
前
、あ
る
僧
侶
が
徳
川
家
康
に
大
き
な
柿
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、

家
康
は
非
常
に
喜
び
「
大
柿
我
手
に
入
れ
り
」
と
い
っ
た
と
い
う
伝
承
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
（
11
（

。

槌
谷
の
先
祖
で
あ
る
園
助
は
宝
暦
五
年
乾
柿
の
製
造
を
工
夫
し
、「
爾
来
美
濃
名

物
の
一
と
し
て
指
を
屈
せ
ら
る
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
天
保
九
年

に
は
「
乾
柿
を
菓
子
に
応
用
し
て
一
種
の
羊
羹
を
創
製
し
」、
こ
れ
を
柿
羊
羹
と
称

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
柿
羊
羹
は
大
垣
地
方
の
柿
と
い
う
特
産
品

を
背
景
に
し
つ
つ
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
創
製
さ
れ
た
名
物
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
明
治
十
一
年
に
、
祐
七
が
家
業
を
継
ぎ
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
良
を

施
し
て
い
っ
た
が
、
明
治
二
十
三
年
四
月
に
は
明
治
天
皇
に
柿
羊
羹
を
献
上
し
た
と

い
う
（
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
柿
羊
羹
の
製
造
元
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
得
た
よ
う
に
見
え
た

槌
谷
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
が
出
現
す
る
。

明
治
二
十
八
年
に
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
京
都
で
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
催

し
に
同
じ
大
垣
か
ら
羽
根
田
豊
三
郎
が
柿
羊
羹
を
出
品
し
た
。
　

羽
根
田
の
製
品
は
審
査
官
か
ら
「
之
を
食
へ
は
忽
柿
の
香
味
を
覚
へ
た
り
、
殊
に



145

［近代おみやげ考］……鈴木勇一郎

其
茶
褐
色
を
帯
ひ
た
る
処
一
種
の
覚
決
あ
り
所
謂
柿
実
の
本
色
を
出
し
た
り
、
凡
て

菓
実
を
主
た
る
原
料
と
す
る
菓
子
は
如
斯
な
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
（
11
（

」
と
激
賞
さ
れ
、「
進

歩
二
等
賞
」
を
受
賞
し
、「
一
般
当
業
者
ノ
耳
目
ヲ
聳
動
セ
シ
」
め
た
と
さ
れ
て
い

る
（
11
（

。槌
谷
が
こ
の
博
覧
会
に
自
ら
の
製
品
を
出
品
し
な
か
っ
た
の
は
、「
其
容
器
ノ
未

タ
適
当
ナ
ラ
サ
ル
所
ア
ル
ヲ
病
（
11
（

」
ん
で
い
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も

槌
谷
か
ら
見
て
後
発
の
羽
根
田
が
内
国
勧
業
博
覧
会
と
い
う
大
き
な
舞
台
で
高
く
評

価
さ
れ
た
こ
と
に
強
い
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
こ
で
槌
谷
は
「
是
ヨ
リ
日
夜
寝
食
ヲ
忘
レ
テ
熱
心
之
カ
研
究
ニ
従
事
シ
不
退
不

転
柿
羊
羹
ヲ
以
テ
生
命
ト
ナ
ス
（
11
（

」
ほ
ど
の
決
意
を
し
て
、
そ
の
改
良
に
取
り
組
む
よ

う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
二
十
九
年
に
は
、
以
前
か
ら
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た

容
器
を
新
開
発
の
竹
製
半
月
型
の
も
の
に
一
新
し
た
（
11
（

。

こ
う
し
て
満
を
持
し
て
出
品
し
た
明
治
三
十
六
年
の
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会

で
、
槌
谷
の
柿
羊
羹
は
高
い
評
価
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
セ
ン
ト
ル
イ
ス
万
国
博
覧
会
、

日
英
大
博
覧
会
、
パ
ナ
マ
運
河
開
通
記
念
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
博
覧
会
な
ど
、
内

外
の
主
要
博
覧
会
に
次
々
と
出
品
し
て
は
、
数
々
の
賞
を
受
け
た
と
い
う
（
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
同
業
他
社
と
の
競
争
や
博
覧
会
と
い
う
場
で
評
価
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
商
品
と
し
て
の
質
的
向
上
が
進
む
と
と
も
に
、
社
会
に
お
け
る
お
み
や

げ
と
し
て
の
認
知
度
が
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。

明
治
三
十
四
年
五
月
の
『
風
俗
画
報
』
に
は
、「
大
垣
の
柿
羊
羹
」
と
題
し
て
「
近

頃
此
柿
を
以
て
羊
羹
を
製
造
し
、
竹
の
筒
に
籠
め
て
鬻
ぐ
も
あ
り
。
ま
た
普
通
の
形

な
る
も
あ
り
て
味
佳
な
り
（
11
（

。」
と
の
紹
介
が
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
年
代
に
は
大

垣
の
名
物
と
し
て
ひ
と
ま
ず
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
柿
羊
羹
は
、
明
治
時
代
の
博
覧
会
を
通
じ
て
、
次
第
に
メ
ジ
ャ
ー
な

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
お
み
や
げ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
や
は
り
主
要

な
販
売
場
所
と
し
て
は
、
ま
ず
大
垣
駅
の
構
内
が
挙
げ
ら
れ
る
。
昭
和
初
期
に
全
国

の
名
物
を
紹
介
し
た
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
で
は
、
当
時
の
大
垣
駅
で
の
情
景
が
次

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
汽
車
が
大
垣
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
着
く
と
「
名
産
柿
羊
羹
！！
」
と
流
れ
る
よ

う
な
売
子
の
声
を
耳
に
す
る
。
名
物
の
柿
羊
羹
！！
旅
客
は
待
ち
兼
ね
た
や
う
に
そ
れ

を
求
め
る
で
あ
ら
う
（
11
（

」

こ
の
よ
う
に
、
柿
羊
羹
も
大
垣
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
盛
ん
に
販
売
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
正
末
期
の
東
海
道
線
沿
線
の
名
物
人
気
投
票
で
、
柿
羊
羹
は

京
都
駅
の
八
ツ
橋
や
大
阪
駅
の
粟
お
こ
し
を
押
し
の
け
て
、
最
高
の
得
点
を
獲
得
す

る
な
ど
、
東
海
道
線
沿
線
で
も
指
折
り
の
お
み
や
げ
と
な
っ
て
い
た
。

駅
名
物
得
点
数

　
第
一
等
　
一
一
七
六
点
　
柿
羊
羹
　
　
大
垣
駅

　
第
二
等
　
　
九
八
八
点
　
八
ツ
橋
　
　
京
都
駅

　
第
三
等
　
　
八
六
四
点
　
粟
お
こ
し
　
大
阪
駅
（
11
（

こ
の
よ
う
に
、
柿
羊
羹
は
博
覧
会
と
鉄
道
と
い
う
き
わ
め
て
近
代
的
な
装
置
の
複

合
に
よ
っ
て
一
挙
に
メ
ジ
ャ
ー
な
お
み
や
げ
の
ひ
と
つ
に
躍
り
出
た
典
型
的
な
例
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

❽
京
都
八
ツ
橋

こ
の
人
気
投
票
で
、
柿
羊
羹
に
次
い
だ
の
が
京
都
駅
の
八
ツ
橋
で
あ
る
が
、
そ
の

起
源
は
「
聖
護
院
の
門
跡
に
山
伏
に
入
り
込
み
し
時
代
よ
り
夫
等
の
人
々
伝
へ
（
1（
（

」
て

き
た
と
も
、
元
禄
二
年
に
三
河
国
八
ツ
橋
寺
の
僧
に
秘
法
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
（
11
（

と
も
い
わ
れ
る
な
ど
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
近
世
か
ら
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
。

長
ら
く
八
ツ
橋
は「
時
日
を
終
る
か
或
は
雨
天
の
時
な
ど
は
其
特
点
を
失
ふ
が
常
」

と
い
う
、
お
み
や
げ
に
す
る
に
は
大
き
な
欠
点
を
持
っ
て
い
た
が
、
山
岡
直
次
と
い

う
人
物
が
そ
の
欠
点
を
改
良
し
、
明
治
三
十
年
代
前
半
に
は
す
で
に
職
人
三
十
五
人

が
毎
日
二
千
枚
以
上
製
造
し
て
も
需
要
に
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
の
状
況
に
な
っ
て
い
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た
と
い
う
（
11
（

。
ま
た
こ
う
し
て
保
存
性
が
改
良
さ
れ
、
日
持
ち
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
日
清
、
日
露
両
戦
争
で
は
、
慰
問
品
と
し
て
盛
ん
に
戦
地
に
送
ら
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
（
11
（

。

こ
う
し
て
す
で
に
大
正
の
末
に
は
京
都
市
内
で
か
な
り
の
数
の
八
ツ
橋
製
造
業
者

が
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
（
11
（

、
昭
和
初
期
に
は
、
京
都
市
内
の
菓
子
製
造
出
荷
額
の
約

一
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
成
長
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
11
（

。
そ
の
中
で
も
西
尾
為

治
の
経
営
し
て
い
た
聖
護
院
八
橋
総
本
店
玄
鶴
堂
は
、
そ
の
祖
先
が
僧
侶
か
ら
直
接

製
法
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
っ
て
、
八
ツ
橋
の
生
産
総
額
の
約
半
分
に
達

す
る
売
り
上
げ
が
あ
っ
た
（
11
（

。

次
に
掲
げ
る
の
は
、
聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
記
載
さ
れ
た

同
社
の
あ
ゆ
み
の
一
部
で
あ
る
が
、
内
国
博
覧
会
へ
の
出
品
、
京
都
駅
で
の
構
内
営

業
へ
の
進
出
な
ど
、
他
の
多
く
の
お
み
や
げ
が
発
展
し
て
ゆ
く
パ
タ
ー
ン
と
共
通
す

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

明
治
二
三
（
マ
マ
（年

　
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
（
岡
崎
に
て
開
催
）
に
出
品
。 

明
治
三
二
年
　
吉
田
神
社
節
分
会
に
際
し
大
元
宮
前
に
て
出
張
販
売
を
は
じ
め
る
。

以
来
今
日
ま
で
続
く
。  

明
治
三
八
年
　
七
条
駅
（
現
在
の
京
都
駅
）
で
立
ち
売
り
。
京
都
土
産
品
の
初
め

と
な
る
。  

明
治
四
五
年
　
商
標
と
し
て
「
聖
護
院
八
ツ
橋
」
が
登
録
さ
れ
る
。   

大
正
　
四
年
　
大
正
天
皇
御
大
典
の
時
、
殊
の
ほ
か
売
れ
ゆ
き
良
く
、
菓
子
業
界

の
名
門
と
し
て
知
ら
れ
る
。  

大
正
一
五
年
　
五
月
一
〇
日
個
人
企
業
か
ら
株
式
会
社
聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店
を

設
立
。
屋
号
、
商
標
権
、
什
器
備
品
等
一
切
を
引
き
継
ぐ
（
11
（

。

そ
の
後
西
尾
は
、
玄
鶴
堂
の
経
営
か
ら
手
を
引
き
、
そ
れ
を
巡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

紛
争
が
巻
き
起
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
（
11
（

、
先
に
も
見
た
よ
う
に
「
名
物
」
と
い

う
も
の
が
そ
の
由
来
や
由
緒
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な

由
緒
を
め
ぐ
る
紛
争
や
競
争
が
、
名
物
と
し
て
の
八
ツ
橋
の
地
位
を
高
め
て
い
く
影

響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
名
物
は
、
現
在
で
も
著
名
な
名
物
と
し
て
続
い
て
い
る

も
の
が
多
い
が
、
そ
の
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
発
展
し
て
き
た
も

の
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
時
期
に
お
み
や
げ
の
需
要
が
拡
大
し
、
製
造
業
者
が
増
加
し
た
一
般
的
な
背

景
は
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
は
、
明
治
二
十
九
年
に
菓
子
税
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
十
八

年
の
菓
子
税
則
制
定
以
来
、
菓
子
製
造
や
販
売
業
者
に
は
菓
子
税
が
課
せ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
業
界
の
反
対
運
動
な
ど
に
よ
り
こ
の
年
に
廃
止
さ
れ
た
（
11
（

。

ま
た
、
日
清
戦
争
の
結
果
、
日
本
は
台
湾
を
領
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
島
内

で
の
糖
業
の
育
成
が
図
ら
れ
た
。
当
初
は
必
ず
し
も
順
調
に
進
ま
ず
、
明
治
三
十
年

代
に
は
ま
だ
外
国
糖
の
輸
入
超
過
、
外
貨
の
流
出
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
明

治
三
十
九
年
に
糖
業
改
良
事
務
局
を
設
置
す
る
な
ど
改
良
に
努
め
た
結
果
、
明
治

四
十
年
代
に
は
、
台
湾
お
よ
び
内
地
産
の
砂
糖
で
ほ
ぼ
需
要
を
満
た
す
よ
う
に
な

る
（
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
砂
糖
の
供
給
量
が
大
幅
に
増
大
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
　

と
は
い
え
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
と
の
関
係
を
、
直
接
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
そ
れ
で
も
近
代
の
お
み

や
げ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
特
徴
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
が
、
名
物
と
お
み
や
げ
は
必
ず
し
も
同
一
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
神
崎
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
お
み

や
げ
が
そ
の
場
所
へ
行
っ
た
と
い
う
証
明
と
し
て
の
役
割
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
お
み
や
げ
も
そ
の
場
所
に
特
有
で
あ
る
と
い
う
由
来
が
必
要
条
件
と
な
る
。

お
み
や
げ
た
り
得
る
た
め
に
は
土
地
の
名
物
で
あ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
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で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
内
容
が
饅
頭
な
ど
一
般
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
由
緒
の
重
要

性
は
増
す
。
と
り
わ
け
こ
れ
を
巡
っ
て
激
し
い
本
家
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
り
す

る
と
、
か
え
っ
て
そ
の
名
物
に
深
い
由
緒
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
、
さ
ら
に
そ
の
名

物
の
名
声
を
高
め
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
た
。

も
ち
ろ
ん
名
物
の
成
立
に
あ
た
っ
て
由
緒
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
か

ら
も
広
く
存
在
し
た
が
、
明
治
以
降
は
と
り
わ
け
そ
れ
が
皇
室
と
の
関
係
で
語
ら
れ

る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
赤
福
や
絲
印
煎
餅
な
ど
の
伊
勢

名
物
が
そ
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
神
都
」
と
し
て
の
伊
勢
の
展

開
と
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。

次
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
鉄
道
の
役
割
の
大
き
さ
で
あ
る
。
そ
の
登
場
に
よ
っ
て

そ
れ
ま
で
現
地
で
食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
名
物
を
お
み
や
げ
と
し
て
持

ち
帰
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
販
路
拡
大
の
手
段
と
し
て
、
駅
構
内

が
フ
ル
に
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
各
業
者
の
創
意
工
夫
と
い
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
外

に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
場
で
食
べ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

た
名
物
が
、
お
み
や
げ
と
な
る
た
め
に
は
、
持
ち
運
び
す
る
た
め
の
容
器
の
改
良
が

非
常
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
創
意
工
夫
の
促
進
と
宣
伝
の
場
が
博

覧
会
や
共
進
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
仕
組
み
を
フ
ル
に
活

用
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
に
大
垣
の
柿
羊
羹
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

れ
は
八
ツ
橋
や
安
倍
川
餅
な
ど
、
近
代
に
お
み
や
げ
と
し
て
大
き
く
発
展
し
て
き
た

名
物
の
多
く
に
共
通
し
て
い
る
要
素
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
近
代
の
お
み
や
げ
は
確
か
に
近
世
以
前
か
ら
の
連
続

性
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
優
れ
て
近
代
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

註（
（
）　
二
〇
〇
一
年
大
英
博
物
館
開
催
“Souvenirs In Contem

porary Japan

”
解
説
リ
ー
フ

レ
ッ
ト

（
（
）　
神
崎
宣
武
『
お
み
や
げ : 

贈
答
と
旅
の
日
本
文
化
』（
青
弓
社
　
一
九
九
七
年
）
二
一
八
頁

（
（
）　
神
崎
宣
武
『
江
戸
の
旅
文
化
』（
岩
波
新
書
　
二
〇
〇
四
年
）
一
六
五
頁

（
（
）　
前
掲
『
江
戸
の
旅
文
化
』
一
六
六
頁

（
（
）　
前
掲
『
お
み
や
げ
』
一
四
六
頁

（
（
）　
前
掲
『
お
み
や
げ
』
一
五
六
頁

（
（
）　
前
掲
『
お
み
や
げ
』
一
五
八
、九
頁

（
（
）　
前
掲
『
江
戸
の
旅
文
化
』
一
三
一
頁

（
（
）　
甲
斐
園
治
『
旅
客
待
遇
論
』（
列
痴
社
　
一
九
一
〇
年
）
一
八
四
～
五
頁

（
（0
）　
野
村
白
鳳
『
郷
土
名
物
の
由
来
』（
郷
土
名
物
研
究
会
　
一
九
三
五
年
）
三
頁

（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
八
三
、四
頁

（
（（
）　「
東
海
道
名
物
菓
子
」『
第
六
十
六
回
虎
屋
文
庫
資
料
展
「
和
菓
子
で
楽
し
む
道
中
日
記
」
展
』

解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
二
〇
〇
六
年
五
月
）

（
（（
）　
前
掲
『
お
み
や
げ
』
一
五
六
頁

（
（（
）　
前
掲
『
お
み
や
げ
』
一
五
六
～
一
五
八
頁

（
（（
）　「
ハ
モ
年
首
の
進
物
な
る
」『
読
売
新
聞
』
一
八
九
〇
年
一
月
一
日

（
（（
）　「
真
砂
ま
ん
じ
う
」『
読
売
新
聞
』
一
八
八
五
年
八
月
八
日

（
（（
）　
松
岡
広
之
編
『
日
本
鉄
道
案
内
記
』（
松
岡
広
之
　
一
八
九
九
年
）
一
〇
八
頁

（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
一
七
頁

（
（（
）　「
駿
河
名
物
」『
風
俗
画
報
』
二
三
五
号
　
一
九
〇
一
年

（
（0
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
一
五
頁

（
（（
）　
柘
植
清
『
静
岡
市
史
余
録
』（
柘
植
清
　
一
九
三
二
年
）
四
九
八
頁

（
（（
）　「
駿
河
名
物
」『
風
俗
画
報
』
二
三
五
号
　
一
九
〇
一
年

（
（（
）　
同
右

（
（（
）　
前
掲
『
静
岡
市
史
余
録
』
四
九
九
頁

（
（（
）　「
東
海
道
の
各
駅
名
物
」『
風
俗
画
報
』
三
三
四
号
　
一
九
〇
六
年

（
（（
）　
鉄
道
院
編『
本
邦
鉄
道
の
社
会
及
経
済
に
及
ぼ
せ
る
影
響
　
上
巻
』（
鉄
道
院
　
一
九
一
六
年
）

一
四
七
一
～
一
四
七
六
頁

（
（（
）　
西
嶋
晃
「
近
世
の
名
物
の
確
立
と
旅
人
の
需
要
」『
交
通
史
研
究
』
六
二
号
　
二
〇
〇
七
年

（
（（
）　「
小
夜
の
中
山
飴
の
餅
」『
風
俗
画
報
』
二
三
八
号
　
一
九
〇
一
年

（
（（
）　「
日
永
村
の
長
餅
」『
風
俗
画
報
』
二
六
四
号
　
一
九
〇
三
年

（
（0
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
三
七
、三
八
頁
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（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
四
六
頁

（
（（
）　
大
橋
乙
羽
「
千
山
万
水
」
福
田
清
人
編
『
明
治
紀
行
文
学
集
　
明
治
文
学
全
集
九
四
』（
筑

摩
書
房
　
一
九
七
四
年
）

（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
八
二
頁

（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
一
七
五
頁

（
（（
）　
日
本
国
有
鉄
道
編
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
　
第
三
巻
』（
日
本
国
有
鉄
道
　
一
九
七
一
年
）

　
四
一
六
頁
、
同
第
八
巻
　
一
一
五
頁

（
（（
）　『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
　
第
一
巻
』（
日
本
国
有
鉄
道
　
一
九
六
九
年
）
五
四
四
頁

（
（（
）　
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館『
特
別
展
よ
う
こ
そ
か
な
が
わ
へ
　
２
０
世
紀
前
半
の
観
光
文
化
』

（
同
館
　
二
〇
〇
七
年
）
五
二
頁

（
（（
）　『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
　
第
八
巻
』（
日
本
国
有
鉄
道
　
一
九
七
一
年
）　
一
一
八
、九
頁

（
（（
）　『
風
俗
画
報
』
二
〇
六
号
　
一
九
〇
〇
年
三
月

（
（0
）　
中
村
菊
男
編
『
赤
福
の
こ
と
』（
赤
福
　
一
九
七
一
年
）
三
七
頁

（
（（
）　
宇
治
山
田
市
役
所
編
『
宇
治
山
田
市
史
　
上
巻
』（
宇
治
山
田
市
役
所
　
一
九
二
九
年
）

六
二
四
頁

（
（（
）　
前
掲
『
赤
福
の
こ
と
』
八
七
、八
頁

（
（（
）　
古
川
隆
久
『
皇
紀
・
万
博
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
』（
中
公
新
書
　
一
九
九
九
年
）

（
（（
）　
前
掲
『
赤
福
の
こ
と
』
八
八
頁
。
当
初
は
竹
の
皮
で
あ
っ
た
と
い
う
（
神
崎
宣
武
氏
の
御
教

示
に
よ
る
）。

（
（（
）　
浜
田
種
助
「
赤
福
餅
の
由
来
」『
宇
治
山
田
市
史
資
料
　
勧
業
篇
二
』〔
伊
勢
市
立
伊
勢
図
書

館
所
蔵
〕

（
（（
）　
前
掲
『
赤
福
の
こ
と
』
八
八
頁

（
（（
）　
前
掲
『
宇
治
山
田
市
史
　
上
巻
』
六
二
七
頁

（
（（
）　
前
掲
『
宇
治
山
田
市
史
資
料
　
勧
業
篇
二
』

（
（（
）　「
日
本
の
都
市
（
五
十
九
）」『
東
京
時
事
新
報
』
一
九
一
一
年
四
月
二
二
日

（
（0
）　
大
橋
弥
市
編
『
濃
飛
人
物
と
事
業
』（
大
橋
弥
市
　
一
九
一
六
年
）
一
八
五
頁

（
（（
）　
同
右

（
（（
）　「
菓
子
審
査
談
」『
は
な
橘
』
一
号
　
一
九
〇
三
年
　

（
（（
）　
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局
編
『
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
審
査
報
告
　
第
一
部
　
巻

之
十
　
第
三
類
　
製
造
飲
食
品
　
菓
子
飴
』（
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局
　
一
九
〇
四

年
）
二
三
～
二
四
頁

（
（（
）　
同
右

（
（（
）　
同
右

（
（（
）　
前
掲
『
濃
飛
人
物
と
事
業
』
一
八
五
頁

（
（（
）　
同
右

（
（（
）　「
大
垣
の
柿
羊
羹
」『
風
俗
画
報
』
二
三
二
号
　
一
九
〇
一
年

（
（（
）　
前
掲
『
郷
土
名
物
の
由
来
』
七
〇
頁

（
（0
）　「
駅
売
り
す
る
名
物
と
弁
当
に
就
て
」『
趣
味
と
名
物
』（
四
巻
三
号
　
一
九
二
五
年
）。
た
だ

し
原
調
査
は
『
週
刊
鉄
道
公
論
』
大
正
一
三
年
一
一
月
号
上
で
行
わ
れ
た
も
の
と
い
う
。

（
（（
）　「
菓
子
名
物
の
由
来
」『
は
な
橘
』
一
号

（
（（
）　「
京
の
華
」
新
撰
京
都
叢
書
刊
行
会
編
『
新
撰
　
京
都
叢
書
　
第
八
巻
』（
臨
川
書
店
　

一
九
八
七
年
）　

（
（（
）　
前
掲
「
菓
子
名
物
の
由
来
」

（
（（
）　
西
村
民
枝
・
俣
野
は
る
子
「
八
ツ
橋
」『
郷
土
研
究
』
三
号
　
一
九
三
六
年

（
（（
）　
前
掲
「
京
の
華
」

（
（（
）　
京
都
市
中
小
企
業
指
導
所
編
『
京
都
八
ツ
橋
業
界
診
断
報
告
書
』（
同
所
　
一
九
八
〇
年
）

一
四
頁

（
（（
）　
前
掲
「
京
の
華
」

（
（（
）　
聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.shogoin.co.jp/ayum

i.htm
l

（
（（
）　
聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店
『
弊
社
の
「
生
い
立
ち
」
に
つ
い
て
同
業
者
各
位
に
訴
え
る
』（
聖

護
院
八
ツ
橋
総
本
店
　
一
九
六
九
年
）〔
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
〕

（
（0
）　
赤
井
達
郎
『
菓
子
の
文
化
誌
』（
河
原
書
店
　
二
〇
〇
五
年
）
一
五
四
～
一
五
八
頁

（
（（
）　
農
商
務
省
糖
業
改
良
事
務
局
編『
砂
糖
ニ
関
ス
ル
調
査
』（
糖
業
改
良
事
務
局
　
一
九
一
三
年
）

（
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
学
術
調
査
員
、

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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Study of Souvenirs in the Modern Period：Focusing on Tokaido

SUZUKI Yuichiro

In modern Japan, we can see various souvenir outlets. However, this sight is not always common worldwide. 

In particular, foods such as Manju and Dango, which are considered local specialties, are unlike any other in the 

world. This article aims to study such modern Japanese souvenirs from the viewpoint of their relationship with 

the development of railways; based on their development since the early modern period

In early modern Japan, souvenirs were developed as proof of visits to shrines and temples. Most were non-

edible, lightweight and non-bulky items. Specialties such as Manju and Dango sold well before the gates of 

shrines and temples, and along the Kaido （highway）. However, they were basically consumed on the spot and not 

considered souvenirs.

When railways were inaugurated and the travel time was shortened in the Meiji Period, these specialties since 

the early modern period became a souvenir that could be brought back.

In such cases, obtaining the right to sell in the station yards was important for increasing their popularity, 

and their products became suitable souvenirs, thanks to improvements in preservation and containers. The 

expositions and competitive exhibitions held in various places played a major role in encouraging such creative 

efforts and increasing the popularity.

Thus, the most characteristic feature of modern Japanese souvenirs is their original development through 

modern inventions such as railways and expositions, while built upon a foundation of genealogy from the pre-

modern period.

Key words: specialty, souvenir, railway, the Exposition, worship


