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論

文

要

旨

　
本
稿
で
は
、
近
世
都
市
江
戸
を
事
例
と
し
て
、
当
地
の
人
び
と
へ
の
周
知
を
意
図
し
た

情
報
が
発
信
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
た
め
の
分
析
対
象
と
し
て
、

開
帳
予
告
の
建
札
お
よ
び
そ
の
設
置
場
所
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
分
析
を
と
お
し
、
江
戸

に

お

け
る
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
地
お
よ
び
受
信
地
と
し
て
の
”
広
場
”
機
能
を
も
っ
た

場
所
や

地
域
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
開
帳
と
は
、
本
来
は
宗
教
者
が
行
う
布
教
の
た
め
の
一
行
事
で
、
日
頃
は
秘
蔵
さ
れ
公

開
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
神
仏
の
厨
子
を
一
定
期
日
に
限
っ
て
開
き
、
人
び
と
に
結
縁
の
機

会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
開
帳
を
み
た
場
合
、

そ
の
実
施
形
態
は
時
期
と
場
所
と
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
に
あ
っ
て
十
八
世

紀
以
降

に
、
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
で
行
わ
れ
た
多
く
の
開
帳
の
目
的
は
、
本
来

の

趣
旨
か
ら
外
れ
て
、
寺
社
堂
舎
の
修
復
費
用
を
調
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
開
帳
の
成
否
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
は
、
い
か
に
多
く
の
人
び

と
を
六
〇
日
な
い
し
八
〇
日
未
満
に
限
定
さ
れ
た
開
帳
期
間
中
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

か
に

あ
っ
た
。
こ
と
に
、
寺
社
が
江
戸
以
外
の
地
に
あ
っ
て
こ
の
期
間
だ
け
出
府
し
て
行

わ

れ

た
出
開
帳
で
は
、
人
び
と
へ
の
事
前
の
周
到
な
宣
伝
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
周
知
の

た

め
の
方
策
の
一
つ
に
、
秘
仏
公
開
を
宣
伝
す
る
た
め
の
木
札
の
設
置
が
あ
っ
た
。
本
稿

で

は
、
こ
の
木
札
が
実
際
に
建
て
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
と
、
江
戸
に
お
け
る
設
置
場
所
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
で
、
江
戸
の
人
び
と
が
恒
常
的
に
創
り
出
し
て
い
た
、
情

報
収
集
の
場
の
存
在

と
い
う
も
の
を
江
戸
の
な
か
で
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
く
。

　
情
報
発
信
の

場

は
、
江
戸
下
町
よ
り
も
そ
の
周
辺
部
、
こ
と
に
五
街
道
を
は
じ
め
と
す

る
交
通
の
要
路
、
な
か
で
も
木
戸
や
御
門
と
い
う
江
戸
市
中
と
市
外
と
の
境
界
の
地
に
存

在
し
て
い
た
。
江
戸
の
開
帳
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
行
楽
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
、

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
開
帳
場
所
を
江
戸
の
行
楽
ゾ
ー
ン
の
中
枢
で
あ
る
隅
田
川
沿
い
に
集

中
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
建
札
も
こ
の
地
帯
を
重
点
的
な
設
置
箇
所

と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
浅
草
寺
雷
門
前
、
両
国
橋
、
永
代
橋
と
い
う
橋
と
寺

社
門
前
と
は
、
こ
の
種
の
情
報
発
信
の
精
度
が
高
い
場
所
、
す
な
わ
ち
開
帳
の
情
報
に
か

ん

す

る
高
度
な
“
広
場
”
機
能
を
持
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
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一　
問
題
の
設
定

　
本
稿
で
は
、
近
世
都
市
江
戸
を
事
例
と
し
て
、
広
範
な
人
び
と
へ
の
周
知
を
意
図

し
た
情
報
が
発
進
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
た
め
の
分
析
対
象

と
し
て
、
開
帳
予
告
の
建
札
お
よ
び
そ
の
設
置
場
所
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
分
析
を

と
お
し
、
江
戸
に
お
け
る
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
地
お
よ
び
受
信
地
と
し
て
の
“
広

場
”
機
能
を
も
っ
た
場
所
や
地
域
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
開
帳
と
は
、
本
来
は
宗
教
者
が
行
う
布
教
の
た
め
の
一
行
事
で
、
日
頃
は
秘
蔵
さ

れ
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
神
仏
の
厨
子
を
一
定
期
日
に
限
っ
て
開
き
、
人
び
と
に

結
縁
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
開
帳
そ
の
も
の
は
、
遅
く
と
も
十
三
世

紀
に
は
行
わ
れ
て
お
り
、
以
来
今
日
ま
で
行
わ
れ
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
行
事
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

態

と
意
味
あ
い
と
は
時
代
に
よ
り
様
々
な
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
開

帳
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
、
時
期
と
場
所
と
に
よ
り
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
多
様

で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
で
近
世
中
期
以

降
に
大
き
な
規
模
で
行
わ
れ
た
開
帳
の
多
く
は
、
本
来
の
趣
旨
か
ら
外
れ
て
、
寺
社

堂
舎
の
修
復
費
調
達
を
主
た
る
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
近
世
に
お
け
る
開
帳
の
一
部
が
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
、
近

世
の

寺
社
全
般

に
お
け
る
堂
舎
維
持
費
用
の
問
題
が
あ
る
。
寺
社
の
う
ち
、
在
地
に

あ
っ
て
庶
人
の
信
仰
や
葬
祭
に
か
か
わ
っ
て
い
た
大
多
数
の
寺
社
で
は
、
堂
舎
の
建

築
や

維
持

は
檀
家
な
ど
か
ら
の
寄
進
に
拠
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
幕
藩
領
主
と
の
関

係
が
深
い
寺
社
、
ま
た
本
末
制
度
の
中
枢
を
占
め
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
朱
印
地
の
下

付
や

恒
例
的
な
助
力
な
ど
を
と
お
し
て
領
主
の
よ
り
直
接
の
庇
護
の
も
と
に
お
か
れ
、

堂
舎
の
日
常
的
な
小
修
繕
は
こ
れ
ら
の
助
成
の
な
か
か
ら
充
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い

た
。
と
こ
ろ
が
、
数
十
年
を
単
位
と
し
て
巡
っ
て
く
る
大
規
模
な
修
繕
は
、
こ
の

費
用
で
は
ま
か
な
い
き
れ
ず
、
領
主
が
相
当
の
援
助
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
領
主
に
よ
る
臨
時
措
置
と
し
て
の
援
助
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
十
七
世
紀

の

あ
い
だ
は
ほ
ぼ
行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
十
七
世
紀
後
半
は
仏
教
が
広
範

な
人
び
と
の
信
仰
を
獲
得
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
木
喰
上
人
の
活
動
に
代
表
さ

れ

る
よ
う
に
、
人
び
と
の
僅
か
な
喜
捨
は
、
集
積
さ
れ
れ
ば
莫
大
な
金
額
と
な
り
、

こ
れ
で
堂
舎
普
請
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
幕
藩
領

主

は
農
民
た
ち
の
経
営
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
庶
人
に
た
い
す
る
寺
社
か
ら
の
喜

捨
要
請
を
規
制
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
動
き
は
、
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
を

境

と
し
て
、
領
主
全
般
の
財
政
収
支
が
そ
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
人
び
と

の

信
仰

も
ま
た
既
成
の
教
団
系
寺
院
か
ら
離
れ
る
傾
向
を
示
し
始
め
た
。
こ
の
新
し

い

状
況
の

な
か
で
、
寺
社
は
新
た
な
施
主
を
開
拓
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
、
広
範

な
人
び
と
か
ら
喜
捨
を
集
め
る
方
法
と
し
て
実
績
の
あ
る
勧
化
や
開
帳
に
注
目
し
て

い

く
よ
う
に
な
っ
た
。
勧
化
や
開
帳
の
も
つ
集
金
能
力
へ
の
注
目
は
、
領
主
階
級
も

同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
勧
化
や
開
帳
認
可
の
権
限
を
領
主
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と

で
、
本
来
は
宗
教
行
事
で
あ
っ
た
勧
化
や
開
帳
を
領
主
が
恩
寵
と
し
て
差
し
許
す
も

の
に

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
施
策
が
体
系
化
さ
れ
た
の
は
、
元
禄
か
ら
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

期
に

か

け
て
の
時
期
と
さ
れ
て
い
る
。

　
江
戸
で
は
、
幕
府
寺
社
奉
行
の
所
管
に
な
る
開
帳
が
、
春
夏
秋
冬
の
季
節
ご
と
に
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各
五
件
以
内
と
件
数
を
限
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
五
ツ
開
帳
」
は
、
堂
舎
修
復

を
自
力
で
は
で
き
な
い
寺
社
が
費
用
調
達
を
目
的
と
し
て
出
願
し
、
こ
れ
を
寺
社
奉

行
が
審
理
を
し
て
差
し
許
す
と
い
う
手
続
き
を
へ
て
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ

の

「
五
ツ

開
帳
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
幕
府
お
よ
び
実
施
寺
社
の
主
た
る
目
的
は
、

神
仏
と
の
結
縁
よ
り
も
参
詣
に
訪
れ
た
人
び
と
の
投
じ
る
喜
捨
の
取
得
に
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
い
か
に
多
く
の
人
び
と
を
六
十
日
な
い
し
八
十
日
未
満
に
限
定
さ
れ
た

開
帳
期
間
中
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
が
開
帳
の
成
否
に
と
っ
て
も
っ
と

も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
、
寺
社
が
江
戸
以
外
の
地
に
あ
っ
て
こ
の
期
間

だ

け
出
府
し
て
行
わ
れ
た
出
開
帳
で
は
、
そ
の
地
に
出
か
け
る
こ
と
な
く
開
帳
神
仏

の

霊
験
や

霊
宝
に

接
す

る
こ
と
の
で
き
る
得
難
い
機
会
を
周
知
さ
せ
る
た
め
、
人
び

と
へ
の
事
前
の
周
到
な
宣
伝
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
周
知
の
た
め
の
方
策
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
手
段
が
採
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ

ば
、
開
帳
期
間
中
に
開
帳
場
を
飾
っ
た
人
目
を
引
く
奉
納
物
の
数
々
、
場
所
を
同

じ
く
催
さ
れ
た
様
々
な
見
せ
物
や
諸
芸
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
開
帳
を
支
援
し
た
信

徒

に
よ
る
講
中
の
組
織
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
開
帳
神
仏
の
霊
験
を
語
っ
た
芝
居
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

行
、
縁
起
や
黄
表
紙
類
の
出
版
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
開
帳
周
知
の
た
め
の
方
策
は
、
開
帳
を
実
施
す
る
寺
社
み
ず
か
ら
が
お
膳
立
て
し

て

整
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
幕
府
が
規
制
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

助
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
幕
府
が
便
宜
を
唯
一
図
っ
た

こ
と
は
、
開
帳
宣
伝
の
木
札
を
設
置
す
る
た
め
、
幕
府
支
配
地
で
あ
る
江
戸
の
道
路

の
一
時
使
用
を
認
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
開
帳
札
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
比
留

間
尚
氏
が
開
帳
実
施
ま
で
の
手
続
き
や
準
備
ま
た
前
宣
伝
と
い
う
観
点
か
ら
、
下
総

国
印
旛
郡
法
宜
寺
が
浅
草
新
寺
町
本
蔵
寺
境
内
で
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
出
開
帳
の
事
例
を
お
も
に
用
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
北
村
行
遠
氏
も
、
天
保
二

年

（
一
八

三
一
）
お
よ
び
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
お
け
る
武
州
多
摩
郡
堀
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

村
妙
法
寺
居
開
帳
の
事
例
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
様
の
観
点
か
ら
触
れ
て
い
る
。
さ
ら

に

筆
者
も
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
信
州
善
光
寺
が
浅
草
寺
伝
法
院
で
出
開
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
た
お
り
の
事
例
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
数
例
の
個
別

事
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
開
帳
の
準
備
段
階
に
お
け
る
一
連
の
作
業

を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
そ
の
存
在
に
も
言
及
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か

で

は
、
比
留
間
氏
が
他
の
寺
社
の
事
例
を
も
合
わ
せ
て
、
開
帳
札
が
建
て
ら
れ
た
場

所
柄
に
つ
き
、
江
戸
に
お
け
る
盛
り
場
・
繁
華
街
・
交
通
要
衝
の
地
と
述
べ
て
い
る

に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
江
戸
の
開
帳
札
そ
の
も
の
に
注
目
し
、
開
帳
札
を
市
中
を
行

き
交
う
不
特
定
多
数
の
人
び
と
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
情
報
提
供
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

捉
え
な
お
し
て
い
き
た
い
。
こ
と
に
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
建
て
ら
れ
る
ま
で
の
過
程

と
、
江
戸
に
お
け
る
設
置
場
所
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
江
戸
の
人
び
と
が
恒

常
的
に
創
り
出
し
て
い
た
、
情
報
収
集
の
場
の
存
在
と
い
う
も
の
を
江
戸
の
な
か
で

浮
か
び

あ
が
ら
せ
て
い
き
た
い
。
こ
れ
と
と
も
に
、
開
帳
札
を
設
置
す
る
側
の
意
図

か

ら
、
開
帳
へ
の
参
詣
を
期
待
し
た
人
び
と
の
範
囲
に
つ
い
て
も
多
少
は
鮮
明
に
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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二
　
開
帳
札
に
つ
い
て

　

こ
の
節
で
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
六
月
朔
日
か
ら
六
十
日
間
、
天
台
宗
寺

院
の

信
州
善
光
寺
が
前
立
本
尊
阿
弥
陀
如
来
を
本
所
回
向
院
で
開
帳
し
た
事
例
を
も

と
に
、
開
帳
札
そ
の
も
の
や
設
置
に
い
た
る
ま
で
の
手
続
き
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き

た

い
。
こ
の
史
料
と
し
て
、
こ
の
と
き
の
開
帳
の
準
備
過
程
を
記
し
た
『
文
政
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

御
開
帳
御
願
用
記
』
（
以
下
、
『
文
政
用
記
』
と
略
す
。
）
を
も
ち
い
る
。
こ
れ
は
、
善

光
寺
大
勧
進
役
人
上
田

丹
下

が
、
開
帳
出
願
の
た
め
江
戸
出
府
を
命
じ
ら
れ
た
文
政

二
年
正
月
十
四
日
か
ら
始
ま
り
、
諸
々
の
準
備
を
整
え
て
善
光
寺
へ
帰
着
し
た
同
年

七
月
二
十
四
日
ま
で
の
出
来
事
を
綴
っ
た
日
次
記
で
あ
る
。
同
人
は
善
光
寺
の
僧
職

で

は
な
く
在
家
の
職
分
に
あ
っ
た
者
で
、
こ
の
た
め
開
帳
の
準
備
に
あ
た
っ
て
も
、

お

の
ず
か

ら
江
戸
市
中
の
人
び
と
の
交
渉
や
設
営
全
般
に
携
わ
る
こ
と
が
多
い
立
場

に
あ
っ
た
。

　
上

田
丹
下
は
、
こ
の
年
二
月
二
十
一
日
江
戸
に
着
き
、
宿
院
で
あ
る
本
所
の
東
江

寺
へ
入
っ
た
。
東
江
寺
と
は
通
称
多
田
薬
師
で
、
隅
田
川
に
架
か
る
大
川
橋
（
東
橋
）

の
や

や

下
流
左
岸
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
で
、
東
叡
山
に
属
し
た
。
上
田
丹
下
は
、
他

の

善
光
寺
関
係
者
と
と
も
に
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
、
東
叡
山
や
回
向
院
と
も
連
絡
を

取

り
つ
つ
、
さ
ら
に
寺
社
奉
行
の
月
番
を
も
見
定
め
な
が
ら
、
出
願
の
た
め
の
万
端

の

準
備
を
整
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
閏
四
月
十
一
日
に
寺
社
奉
行
月
番
松
平
周
防

守
康
任
の
も
と
へ
願
書
を
提
出
し
、
審
理
を
へ
て
同
月
二
十
九
日
に
差
免
を
申
し
渡

さ
れ
た
。
即
日
、
老
中
月
番
、
他
の
三
人
の
寺
社
奉
行
、
そ
し
て
東
叡
山
の
諸
院
へ

お

礼
に
廻
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
翌
五
月
朔
日
に
は
、
宿
寺
と
な
る
回
向
院
や
領
主
で
あ
る
真
田
家
留
守
居
へ
開
帳

差
免
が
届
け
出
さ
れ
、
つ
い
で
二
日
に
は
寺
社
奉
行
へ
開
帳
実
施
の
請
書
が
出
さ
れ

た
。
ま
た
こ
の
日
、
国
元
へ
こ
の
旨
を
伝
え
る
書
状
が
宿
継
で
発
送
さ
れ
た
。
書
状

の

内
容
は
、
開
帳
が
願
い
の
通
り
差
し
許
さ
れ
た
こ
と
を
一
山
や
そ
の
他
へ
知
ら
せ
、

あ
わ
せ
て
御
堂
前
と
二
天
門
前
に
開
帳
札
を
建
て
る
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
な
お
、
江
戸
町
奉
行
な
ら
び
に
新
地
奉
行
へ
開
帳
の
届
を
提
出
し
た
の
は
、
お

く
れ
て
五
月
十
六
日
と
な
っ
て
い
る
。

　
領
主
や
関
係
す
る
寺
院
各
所
に
こ
の
よ
う
な
一
報
を
報
じ
る
こ
と
に
平
行
し
て
、

江
戸
の
善
光
寺
念
仏
講
中
世
話
人
へ
も
挨
拶
、
さ
ら
に
建
札
設
置
の
準
備
が
さ
っ
そ

く
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
系
統
の
用
務
は
、
善
光
寺
江
戸
出
開
帳
を
直
接
に
支

え
る
支
援
を
期
待
さ
れ
た
集
団
と
、
開
帳
の
成
否
を
直
接
に
左
右
す
る
不
特
定
多
数

の

参
詣

を
期
待
す
る
人
び
と
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
両
者
は
開
帳

の

成
否
の

鍵
を
握
る
存
在
で
あ
り
、
善
光
寺
と
し
て
は
両
者
へ
の
期
待
と
誘
導
と
に
、

何
に

も
ま
し
て
慎
重
さ
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
開
帳
差
し
許

し
の
の
ち
、
時
間
的
に
優
先
し
て
ま
ず
措
置
す
る
こ
と
は
講
中
へ
の
挨
拶
で
あ
り
、

作
業
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
は
建
札
の
設
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
講
中
へ
の
挨
拶
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
五
月
朔
日
に
は
上
田
丹
下
が
、
こ

の
開
帳
で
万
端
の
取
り
持
ち
の
依
頼
を
目
論
ん
で
い
た
念
仏
講
中
世
話
人
の
一
人
で

あ
る
近
江
屋
小
兵
衛
に
会
っ
て
い
る
。
上
田
丹
下
は
、
浅
草
御
門
の
北
側
福
井
町
の

居
所
ま
で
出
か
け
、
「
開
帳
願
之
儀
昨
日
蒙
　
御
免
候
、
夫
二
付
講
中
二
為
知
之
義
如
何

可
致
哉
、
立
札
前
二
為
知
之
方
可
然
与
存
候
、
右
二
付
近
日
之
内
房
州
屋
と
相
談
い
た
し



江戸の開帳札

被
呉
候
様
」
に
申
し
入
れ
た
。
そ
の
場
で
近
江
屋
小
兵
衛
の
了
承
を
取
り
付
け
た
上

田

丹
下

は
、
そ
の
足
で
も
う
一
人
の
世
話
人
で
あ
る
湯
島
六
丁
目
房
州
屋
安
右
衛
門

の

も
と
へ
赴
き
、
同
様
の
趣
旨
を
依
頼
し
た
。
こ
の
世
話
人
両
名
は
翌
日
そ
ろ
っ
て

東
江
寺
の

上
田
丹
下
の
と
こ
ろ
へ
参
り
、
諸
事
を
打
ち
合
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
さ

し
あ
た
っ
て
「
講
中
世
話
人
名
前
等
相
調
、
何
二
も
立
札
前
二
為
知
之
方
可
然
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
人
が
諸
処
に
い
る
講
頭
の
も
と
へ
「
当
八
日
比
よ
り
銘
々

相
廻
り
可
申
」
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
講
中
の
世
話
人
に
た
い
し
て
は
、

と
り
あ
え
ず
の
開
帳
準
備
が
整
う
「
立
札
等
も
相
済
」
ん
だ
時
点
で
、
振
る
舞
い
の

席
を
設
け
る
こ
と
で
合
意
を
み
た
。
こ
の
「
講
中
世
話
人
二
麓
酒
進
上
申
」
こ
と
は
六

月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
、
案
内
が
送
ら
れ
た
世
話
人
と
し
て
『
文
政
用
記
』
に
は
八

十
二
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
当
初
の
一
連
の
動
き
か
ら
、
こ
の
時
期
の
開
帳

で
講
中
が
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
役
割
の
大
き
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の

当
初
の
準
備
過
程
に
お
い
て
、
日
程
の
目
安
と
な
っ
た
の
は
建
札
の
設
置
で
あ
っ

た
。　

さ
て
、
建
札
設
置
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
『
文
政
用
記
』
五
月
三
日
の
と
こ
ろ

に
、
か
ね
て
「
当
寺
出
入
大
工
佐
兵
衛
二
開
帳
札
寸
法
書
相
渡
積
り
書
申
付
候
処
、
今

日
持
参
相
談
之
上
東
江
寺
出
入
之
事
二
も
候
間
、
同
人
二
申
付
候
也
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
が
初
出
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
開
帳
告
知
の
建
札
は
、
実
施
寺
社
が
自
ら
調

達
し
て
建
て
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
善
光
寺
開
帳
で
は
回
向
院

門
前
に
建
て
る
建
札
一
枚
の
寄
進
を
申
し
出
た
者
が
い
た
。
こ
の
件
は
、
寄
進
者
が

善
光
寺
に
直
接
に
願
い
出
た
の
で
は
な
く
、
宿
寺
と
な
る
回
向
院
の
斡
旋
に
よ
る
も

の

で

あ
っ
た
。
善
光
寺
へ
は
、
五
月
九
日
に
上
田
丹
下
が
他
の
用
事
で
回
向
院
へ
出

向
い
た
折
、
同
院
役
僧
大
基
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
大
基
の
言
は
、
先
年
の
開
帳
の
お

り
両
国
の
者
が
回
向
院
門
前
の
建
札
を
寄
進
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
今
回
は
い

か
が
す

る
か
を
当
方
か
ら
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
者
は
今
回
も
寄
進
を
し
た

い

心
積
も
り
が
あ
る
よ
う
で
、
な
お
確
実
な
こ
と
は
近
日
中
に
伝
え
た
い
、
と
い
う

内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
同
月
十
二
日
に
、
大
基
が
上
田
丹
下
の
も
と
へ
来
て
、

門
前
の
建
札
寄
進
の
件
に
つ
き
そ
の
後
の
経
過
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
ま

ず

寄
進
す

る
こ
と
が
確
定
し
た
こ
と
、
そ
の
建
札
の
大
き
さ
は
当
時
回
向
院
門
前
に

掲
げ
て
あ
る
嵯
峨
清
涼
寺
の
開
帳
札
と
同
じ
と
し
た
い
と
い
う
先
方
の
意
向
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
嵯
峨
清
涼
寺
の
開
帳
札
と
は
、
こ
の
年
文
政
二
年
六

月
十
五
日
か
ら
始
ま
る
京
都
嵯
峨
清
涼
寺
の
釈
迦
如
来
像
開
帳
を
告
げ
た
も
の
で
、

お

そ
ら
く
は
前
年
の
夏
か
ら
門
前
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の

経
緯
に
た
い
し
、
上
田
丹
下
は
こ
の
日
の
う
ち
に
寄
進
者
に
会
っ
て
、
嵯
峨
の
開
帳

札
の

大

き
さ
で
は
大
き
す
ぎ
る
た
め
、
「
善
光
寺
之
札
者
其
御
門
前
へ
相
立
候
寸
法
竪

五
尺
二
横
三
尺
六
寸
二
望
候
」
と
希
望
し
た
。
そ
し
て
、
な
お
寄
進
主
の
要
望
も
あ
ろ

う
か
ら
、
具
体
的
な
大
き
さ
を
書
付
で
届
け
て
欲
し
い
旨
を
伝
え
、
こ
れ
に
よ
り
奉

行
所
へ
許
可
申
請
を
し
た
い
と
挨
拶
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
建
札
の
寸
尺
は
、
翌
十
三
日
に
大
基
を
通
し
て
上
田
丹
下
の
も
と
へ
伝
え
ら

れ

た
。
そ
し
て
、
次
の
五
月
十
四
日
に
は
他
の
札
を
も
あ
わ
せ
て
「
寸
尺
文
言
井
箇

所
」
が
図
面
と
と
も
に
寺
社
奉
行
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
、
即
日
裁
可
を
う
け
て
い
る
。

　
回
向
院
門
前
の
建
札
の
文
言
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
信
濃

国
善
光
寺
如
来
井
御
印
文

　
　
　
霊
佛
等
来
ル
辰
従
六
月
朔
日
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回
向
院
門
前
江
相
建
申
候
札
（
図
は
実
寸
を
正
確
に
縮
め
た
も
の
で
は
な
い
）

丈
六
尺
五
寸

横五尺五寸

中
　
札

丈
三
尺
四
寸

横二尺四寸

202

大
　
札

小
　
札

尺九寸



第1表　開帳札の仕様

開帳寺社名

同　所在地

開帳場所名

同　所在地

善光寺

信州

浅草寺

江戸浅草

新勝寺

下総

永代寺

江戸深川

善光寺

信州

回向院

江戸両国

法宜寺

下総国印旛郡

本蔵寺

江戸浅草

法華経寺

下総国葛飾郡

圓福寺

武州牛込

開帳年月

　開帳許可

　建札設置

享和3．

享和2．

享和2．

～
ρ0

7
8

文化3．3．～
文化3．11．

文化3．11．

文政3．6．～
文政2．閏4．
文政2．5．

天保13．3．～
天保12．6．

天保12．6．

慶雁3．3．～
慶雁2．7．
慶雁2．8．

大　札

　札の寸尺

　板厚
　柱の寸尺

　　長さ
　　本数

6枚
横3尺6寸・丈5尺
1寸
3寸角

8尺
2本

1枚　　　　　　　　　　　5枚

横4尺3寸・丈5尺2寸　　横3尺6寸・丈5尺

惣高1丈2尺5寸
2本 2本

1枚

横3尺・竪3尺5寸

惣高1丈1尺

1枚

横4尺1寸・竪4尺5寸

惣高1丈3尺5寸
2本

中　札

　札の寸尺

　板厚
　柱の寸尺

　　長さ
　　本数

2枚
横2尺4寸・丈3尺4寸
1寸
2寸5分角
8尺
1本

4枚
横3尺2寸・丈4尺

惣高1丈2尺
2本

2枚
横2尺4寸・丈3尺4寸

1本

12枚
横2尺・竪2尺4寸

1本

小札

札の寸尺

板厚

柱の寸尺
長さ

本数

6枚
横1尺9寸・丈3尺1寸
6分
2寸2分角
8尺
1本

15枚
横2尺2寸・丈3尺

1本

6枚　　　　　　　　　　　12枚

横1尺9寸・丈3尺1寸　横2尺・竪2尺5寸

1本
惣高1丈

一
＋
壇
匿
Q
江
貝

注：享和3年善光寺開帳の建札…柱の長さは板下の寸尺。文化3年新勝寺開帳および天保13年法宜寺開帳の建札…史料の文言に
は大きさによる呼称はなく，便宜このように分けた。文政3年善光寺開帳の建札…このほかに，回向院門前の建札は横5尺5寸・

竪6尺5寸，柱2本。慶応3年法華経寺開帳の札…この他に板横1尺・竪1尺5寸，足なしの打札26枚があった。
出典：享和3年善光寺開帳…「江戸開帳御願用記」下，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のうち。文化3年新勝寺開帳…『成
田市史』近世編史料集五下。文政3年善光寺開帳…「文政江戸御開帳御願用記」坤，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のう

姦誘竪年法宜寺開帳”『八街町史料』第謙比留間尚箒離3年灘経寺蔽⑳’『旧幕府引鞠「寺社奉行一件書§
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ま
た
、

　
第
一
表
は
、

例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

き
さ
し
か
判
明
し
な
い
け
れ
ど
も
、

あ
っ
た
。

あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

者
に
示
し
た
希
望
寸
法
は
善
光
寺
建
札
の
定
式
の
も
の
で
あ
り
、

寄
進
者
が
希
望

し
た
寸
法
は
嵯
峨
開
帳
の
建
札
と
同
じ
大
き
さ
で
、

者
の

希
望
を
受
け
入
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

不
明
で
あ
る
が
、

椴
板
二
而
柱
ハ
杉
二
致
し
、
尤
抜
さ
し
相
成
候
様
二
柱
根
二
箱
を
ふ
せ
候
」
と
い
う
も
の

で
、
そ
の
費
用
は
「
大
札
一
枚
二
付
代
銀
三
拾
五
匁
、
中
札
代
銀
弍
拾
四
匁
、
小
札
代

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

銀
拾
九
匁
」
と
記
さ
れ
、
合
わ
せ
て
銀
三
百
七
十
二
匁
に
な
る
。
開
帳
札
は
、
こ
の

第
一
表
で
み
る
か
ぎ
り
、
寸
尺
で
は
す
べ
て
竪
が
横
よ
り
も
長
か
っ
た
。
仕
様
に
か

六
十

日
之
間
於
当
寺
本
堂
令

開
帳
者
也

　
文
政
二
卯
年
五
月
　
信
州
善
光
寺

回
向
院
以
外
の
十
三
ヶ
所
に
建
て
る
札
の
文
言
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

信
濃
国
善
光
寺
如
来
井
御
印
文

霊
佛
等
来
ル
辰
従
六
月
朔
日

六
十

日
之
間
本
所
於
回
向
院
本
堂

令
開
帳
者
也

　
文
政
二
卯
年
五
月
　
信
州
善
光
寺

　
　
　
開
帳
札
の
寸
尺
に
つ
き
、
こ
の
と
き
の
善
光
寺
の
場
合
を
含
め
て
五

　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
年
間
の
善
光
寺
建
札
の
法
量
は
板
の
横
と
竪
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
寸
尺
は
享
和
二
年
開
帳
の
時
と
同
じ
で

　

こ
の
こ
と
か
ら
推
定
し
て
、
板
厚
や
柱
の
寸
尺
も
享
和
の
開
帳
と
同
じ
で

　
　
　
　
　
　
　

こ
の
寸
尺
か
ら
、
上
田
丹
下
が
回
向
院
門
前
の
建
札
寄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
に
た
い
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
光
寺
も
寄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
文
政
開
帳
時
建
札
の
材
質
は

　
　
　
　
享
和
三
年
の
時
に
善
光
寺
が
注
文
し
た
仕
様
は
、
「
極
上
節
な
し
、

ん

し
具
体
的
な
規
制
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
大
札
な
ど
の
呼
称
も
便
宜
的
な
も
の
で
　
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
設
置
の
枚
数
に
の
み
、
お
そ
ら
く
は
制
限
が
加
え

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
建
札
の

設
置
が
許
可

さ
れ
て
中
一
日
を
お
い
た
五
月
十
六
日
か
ら
、
建
札
を
実
際

に

設
置
す
る
た
め
の
動
き
が
加
速
さ
れ
た
。
こ
の
日
、
回
向
院
は
連
年
に
わ
た
り
出

開
帳
の
宿
寺
と
し
て
培
っ
た
経
験
と
蓄
積
と
に
基
づ
き
、
具
体
化
へ
の
斡
旋
を
申
し

出
て
い
る
。
ま
ず
、
文
言
を
墨
書
す
る
書
き
手
を
紹
介
す
る
必
要
の
如
何
に
つ
い
て

打
診
が

あ
り
、
善
光
寺
は
自
前
で
す
る
旨
を
返
答
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
設
置
の
場

所
に

つ

い
て

回
向
院
は
、
「
私
共
寺
者
年
々
開
帳
諸
方
6
相
頼
札
持
、
井
立
札
之
節
も

大
方
先
方
6
相
頼
候
間
、
任
頼
出
入
之
も
の
へ
申
付
建
札
為
致
候
、
此
等
之
義
も
心

付
多
く
無
服
臓
及
御
相
談
候
」
よ
う
に
と
申
し
出
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
善
光
寺

は
「
此
方
二
も
場
所
等
者
書
留
有
之
候
得
共
、
其
場
所
々
々
二
而
少
々
も
目
録
差
遣
候
事

有
之
、
乍
去
町
内
何
方
へ
頼
入
候
哉
碇
与
書
留
無
之
候
、
」
と
、
建
札
設
置
場
所
の
記

録

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
へ
設
置
す
る
ま
で
の
交
渉
相
手
ま
で
は
記
録
が
な
い
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
其
御
方
二
而
年
々
之
開
帳
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、

こ
と
に
こ
の
と
き
一
カ
月
後
に
迫
っ
て
い
た
嵯
峨
清
涼
寺
の
開
帳
と
の
兼
ね
合
い
が

気
に

か
か

る
よ
う
で
あ
り
、
「
不
案
内
之
儀
二
候
間
如
何
御
相
談
被
下
度
」
と
助
力
を

求
め
て
い
る
。

　
設
置
の
場
所
と
設
置
依
頼
の
具
体
的
な
交
渉
の
進
め
方
に
つ
い
て
、
両
者
で
相
談

の
結
果
、
上
野
黒
門
前
と
浅
草
雷
神
前
と
は
善
光
寺
み
ず
か
ら
が
折
衝
と
設
置
に
あ

た
り
、
そ
れ
以
外
の
場
所
の
建
札
は
一
切
を
回
向
院
へ
委
託
す
る
こ
と
に
な
り
、
墨

書
が
済
み
次
第
、
建
札
を
届
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
設
置
場
所
は
、
後
掲
の
第
二
表



江戸の開帳札

か

ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
享
和
年
間
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
場
所
の
選
定

と
そ
こ
へ
建
て
る
札
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
善
光
寺
の
意
向
に
回
向
院
も
賛
意
を

示

し
て
決
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
、
個
々
の
設
置
場
所
と
の
具
体
的
な
依
頼

交
渉
に

か
ん

し
て
、
回
向
院
は
設
置
先
で
今
後
一
年
余
に
わ
た
り
管
理
に
あ
た
る
者

へ
渡
す

謝
礼
に
つ
い
て
、
「
夫
々
へ
少
々
ツ
〉
附
届
入
用
二
御
座
候
」
と
断
っ
た
う
え

で
、
実
際
に
は
「
大
開
帳
小
開
帳
之
振
合
」
、
「
善
光
寺
井
嵯
峨
者
大
開
帳
」
、
「
殊
二
札

も
大
き
に
御
座
候
」
こ
と
か
ら
一
律
に
は
い
か
な
い
当
時
の
江
戸
の
事
情
を
説
明
し

て

い

る
。
そ
の
う
え
で
、
「
門
前
出
入
之
者
ケ
様
之
義
者
委
細
存
居
候
間
、
附
届
之
員

数
者
追
而
承
り
書
付
差
上
可
申
旨
」
を
申
し
出
て
お
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
善
光
寺
は

親
切
な
助
力
と
感
謝
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
開

帳
の
準
備
が
現
実
の
も
の
と
な
る
に
従
い
、
宿
寺
と
し
て
の
知
恵
と
経
験
が
効
力
を

発
揮

し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
五
月
十
七
日
、
回
向
院
門
前
に
掲
げ
る
寄
進
の

札
が
善
光
寺
の
も
と
へ
舟
に
載
せ
ら
れ
て
届
け
ら
れ
た
。

　
五
月
十
八
日
に
は
、
善
光
寺
で
発
注
し
た
木
札
も
で
き
あ
が
り
、
上
田
丹
下
が
前

出
の
文
言
を
墨
書
し
て
い
る
。
二
十
日
に
は
上
田
丹
下
が
、
浅
草
御
別
当
代
理
乗
院

の

も
と
へ
参
り
、
享
和
二
年
の
例
に
よ
っ
て
、
開
帳
札
を
浅
草
寺
雷
神
門
前
へ
南
向

き
に
建
て
る
こ
と
を
願
っ
た
。
理
乗
院
は
、
「
当
山
観
音
開
帳
之
節
斗
り
南
向
二
相
建

候
、
外
之
開
帳
札
は
不
残
西
向
候
間
出
来
か
た
く
候
得
と
も
享
和
度
之
例
も
有
之
、

善
光
寺
者
格
別
之
儀
故
代
官
二
内
々
承
り
明
日
可
及
挨
拶
」
と
答
え
、
回
答
を
一
応
保

留
し
て
い
る
。
浅
草
寺
か
ら
の
回
答
は
そ
の
日
の
う
ち
に
東
江
寺
へ
届
け
ら
れ
、
書

簡

に
は
開
帳
札
の
設
置
方
に
つ
い
て
口
上
書
を
認
め
る
よ
う
に
記
さ
れ
、
案
文
も
添

え
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
上
田
丹
下
は
翌
日
二
十
一
日
浅
草
代
官
本
間
庄
五
郎
へ
口

上
書

を
提
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
善
光
寺
の
希
望
に
添
っ
て
建
札
を
の
設
置
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
建
札
管
理
の
依
頼
先
を
内
々
に
問
い
合
わ
せ
、
浅

草
寺
か

ら
「
雷
神
門
前
二
番
所
有
之
、
相
詰
候
も
の
壱
人
有
之
候
、
此
も
の
御
成
之
節

等
札
取
片
付
致
候
間
、
金
百
疋
被
遣
候
ハ
〉
可
然
候
、
」
と
い
う
回
答
を
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
開
帳
札
は
、
将
軍
御
成
の
時
は
片
づ
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
建
札
は
、
寺
社
奉
行
の
裁
許
を
必
要
と
し
た
も

の

で

は
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
仮
設
臨
時
の
工
作
物
と
み
な
さ
れ
、
公
式
に
設
置
、

い

い
か

え
れ
ば
幕
府
地
で
あ
る
道
路
使
用
を
正
式
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
高
札
や
制
札
・
下
馬
札
の
よ
う
に
、
木
札
を
保

護
す

る
た
め
設
置
の
場
所
に
石
組
み
の
基
檀
や
上
屋
を
設
け
る
こ
と
、
も
し
く
は
柵

で
囲
む
こ
と
は
で
き
ず
、
滅
失
の
危
険
に
た
い
し
て
も
設
置
者
自
ら
が
保
護
を
加
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
状
態
に
あ
る
建
札
を
管

理
す

る
た
め
に
は
、
設
置
場
所
の
空
間
を
実
質
的
に
差
配
し
て
い
た
者
に
そ
れ
な
り

の
依
頼
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
上
野
黒
門
前
に
建
て
る
予
定
の
建
札
に
つ
い
て
も
、
こ
の
五
月
二
十
一
日
に
細
部

の

交
渉
が
行
わ

れ
た
。
こ
こ
の
建
札
は
、
「
山
茶
屋
肝
煎
」
の
扱
い
に
な
り
、
管
理
の

心
付

け
と
し
て
「
礼
録
之
義
ハ
小
札
壱
本
足
金
弐
朱
、
大
札
弐
本
足
金
百
疋
と
定
り

申
候
、
戸
隠
開
帳
札
者
格
別
大
札
二
付
金
弐
百
疋
被
下
候
旨
」
と
い
う
謝
礼
の
相
場
を

示

さ
れ
て
い
る
。
交
渉
の
結
果
、
謝
礼
は
金
二
百
疋
と
な
り
、
建
札
の
「
場
所
ハ
袴

東
側
南
向
二
御
座
候
、
右
之
礼
録
二
而
何
度
元
も
取
片
付
等
世
話
引
請
候
事
二
候
」
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
建
札
の
設
置
交
渉
を
回
向
院
に
委
託
し
た
十
二
ヶ
所
の
交
渉
経
過
に
つ
い
て
、
『
文

205
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な

お
、
建
札
設
置
の
場
所
と
大
き
さ
は
、
当
初
の
予
定
で
は
さ
る
享
和
三
年
開
帳
の

折

と
全
く
同
一
と
し
、
日
本
橋
1
1
中
札
、
湯
島
天
神
前
1
1
大
札
と
し
て
、
そ
の
旨
を

寺
社
奉
行
所
へ
も
届
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
な
っ
て
講
中
等
か
ら
の
進

第2表　文政3年善光寺開帳札の設置場所と謝礼一覧

大々札

大札

大札

大札

中札

中札

小札

小札

小札

小札

小札

小札

回向院門前

両国橋西

日本橋

芝高縄土手

湯島天神前

永代橋

護国寺門前

青山口

糀町広小路

四ッ谷口

板橋口

千住口

大札　　浅草雷神門前

大札　　上野黒門前

寺内役二金百疋、門番へ壱〆文

金百疋、四百文

五百文

金壱歩、弐百文

五百文

五百文

金百疋

五百文

金弐朱

金弐朱

金弐朱、三百文

金弐朱

〆金壱両弐歩、銭三〆九百文

金百疋

金二百疋

『文政江戸御開帳御願用記』坤から作成。

政
用
記
』
に
は
そ
の
詳
細
は
一
切
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
万
端
に

問
題
な
く
回
向
院
が
交
渉
を
進
め
て
成
立
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

う
け
て
善
光
寺
は
、
五
月
二
十
四
日
に
で
き
あ
が
っ
た
建
札
十
二
枚
を
舟
に
積
ん
で
、

示

さ
れ
た
謝
礼
を
添
え
て
回
向
院
に
届
け
て
い
る
。
第
二
表
は
、
そ
の
場
所
と
謝
礼

と
に
、
浅
草
寺
雷
神
門
前
と
上
野
黒
門
前
と
を
加
え
た
開
帳
札
設
置
一
覧
で
あ
る
。

言
が
あ
り
、
設
置
の
直
前
に
な
っ
て
日
本
橋
1
1
大
札
、
湯
島
天
神
前
ー
－
中
札
と
差
し

替
え
を
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
旨
を
寺
社
奉
行
所
に
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

こ
と
か
ら
、
建
札
の
設
置
に
つ
い
て
講
中
に
も
打
診
を
し
て
意
見
を
求
め
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
や
は
り
当
初
、
建
札
の
文
言
に
「
諸
勧
化
一
切
不

出
」
を
付
け
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
寺
社
奉
行
か
ら
除
く
よ
う
に
申
し
付
け
ら
れ
た

が
、
嵯
峨
清
涼
寺
他
の
場
合
に
は
札
の
柱
へ
別
の
板
で
こ
の
文
言
を
認
め
て
打
ち
付

け
て
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
同
様
の
こ
と
を
願
い
出
て
、
や
は
り
許
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
二
十
日
あ
ま
り
に
亘
っ
た
準
備
を
へ
て
、
五
月
二
十
五
日
に
善
光
寺

開
帳
を
知
ら
せ
る
建
札
が
一
斉
に
建
て
ら
れ
た
。
浅
草
雷
神
門
前
と
上
野
黒
門
前
と

に
建
て
る
札
は
、
こ
れ
を
作
製
し
た
東
江
寺
出
入
の
大
工
佐
兵
衛
と
人
足
四
人
に
持

た

せ
、
所
定
の
場
所
に
建
て
に
行
か
せ
て
い
る
。
翌
二
十
六
日
に
は
、
回
向
院
お
よ

び

同
院
の
関
係
者
に
た
い
し
、
こ
れ
ま
で
の
祝
儀
と
し
て
合
わ
せ
て
金
六
百
疋
を
贈

り
、
回
向
院
門
前
の
建
札
寄
進
の
施
主
二
名
に
蕎
麦
粉
三
升
宛
を
贈
っ
て
い
る
。
『
文

政
用
記
』
に
記
さ
れ
た
建
札
に
か
ん
す
る
内
容
は
以
上
で
あ
り
、
こ
の
の
ち
上
田
丹

下

ら
の
仕
事
は
、
開
帳
場
の
仮
作
事
に
か
ん
す
る
折
衝
に
中
心
が
移
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
以
上
み
て

き
た
よ
う
に
、
開
帳
の
差
免
を
う
け
る
と
、
領
主
や
関
係
筋
へ
の
届
け

と
と
も
に
、
す
ぐ
さ
ま
所
期
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
準
備
が
始
め
ら
れ
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
、
善
光
寺
念
仏
講
中
へ
の
支
援
依
頼
と
と
も
に
、
人
び
と
へ
善
光
寺
開

帳
を
宣
伝
す
る
た
め
の
開
帳
札
の
設
置
で
あ
っ
た
。
建
札
は
、
善
光
寺
の
意
向
を
も

と
に
、
諸
寺
開
帳
の
動
向
に
精
通
し
て
い
る
宿
寺
回
向
院
の
情
報
や
善
光
寺
念
仏
講

中
の
意
見
を
も
併
せ
て
、
設
置
場
所
が
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
設
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置

さ
れ
た
開
帳
札
は
、
寺
社
奉
行
に
届
け
出
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
公
式
に
設
置

を
許
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
か
つ
開
帳
実
施
時
ま
で
の
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
設

置

し
て
お
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
設
置
場
所
の
差
配
に
あ
た
っ
て
い
る
者
に
然
る

べ
く
世
話
を
依
頼
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
　
江
戸
に

お

け
る
開
帳
札
の
設
置
場
所

O
　
開
帳
関
係
文
書
に
み
え
る
開
帳
の
建
札

　

こ
の
節
で
は
、
江
戸
で
開
帳
札
が
建
て
ら
れ
た
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

江
戸
に

お

け
る
そ
れ
ら
の
場
所
の
も
っ
た
意
味
を
検
討
し
て
い
く
。

　
第
三
表
は
、
開
帳
札
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
、
享
保
年
間
の
一
例
と
、
享
和
年
間

以
降
の
六
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
開
帳
札
の
設
置
は
、
す
で
に
前
節
で
み
た
よ

う
に
枚
数
を
制
限
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
量
っ
て
、
実

際
に

設
置

さ
れ
た
場
所
は
、
開
帳
寺
社
の
意
図
と
周
知
の
効
果
と
を
考
慮
し
て
設
定

し
て
い
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
検
討
す
る
事
例
は
、
江
戸
で
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

施

さ
れ
た
開
帳
の
総
件
数
一
、
＝
二
九
件
か
ら
み
れ
ば
、
ご
く
僅
か
な
件
数
に
す
ぎ

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
設
置
場
所
の
検
討
を
と
お
し
て
、
大
よ
そ
の
設
置
傾
向
を
探
っ

て

い

く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
浅
草
寺
居
開
帳
は
、
江
戸
の
「
五
ツ
開
帳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
他
と
は
比
較
で
き
る
条
件
が
乏

し
い
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
建
札
は
全
部
で
九
枚
と
少
な
く
、

そ
の
三
枚
は
浅
草
寺
門
前
と
近
隣
に
掲
げ
ら
れ
た
。
残
る
六
枚
は
、
日
本
橋
（
下
町

の
中
心
で
あ
り
、
交
通
網
の
起
点
）
、
両
国
橋
（
隅
田
川
に
架
か
り
、
下
町
と
本
所
と

を
結
ぶ
）
、
芝
車
町
の
札
之
辻
（
東
海
道
か
ら
江
戸
へ
の
入
口
）
、
四
ッ
谷
（
甲
州
街

道
か

ら
江
戸
へ
の
入
口
）
、
板
橋
（
中
山
道
へ
通
じ
る
）
、
千
住
（
奥
州
・
日
光
道
中

方
面
に
至
る
）
に
掲
げ
ら
れ
た
。
浅
草
の
界
隈
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
江
戸
市
中
お

よ
び
江
戸
と
各
地
と
を
結
ぶ
陸
上
交
通
の
要
所
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で

に

江
戸
市
中
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
の
み
な
ら
ず
江
戸
へ
や
っ
て
く
る
人
び
と
を
も
、

参
詣
者
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
面
で
、

江
戸
市
中
の
人
び
と
へ
の
宣
伝
は
相
対
的
に
弱
く
、
な
か
で
も
深
川
方
面
へ
の
宣
伝

は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
つ

ぎ
に
、
信
州
善
光
寺
の
場
合
を
み
て
お
き
た
い
。
享
和
三
年
に
浅
草
寺
を
宿
寺

と
し
て
実
施
し
た
出
開
帳
で
は
、
宿
寺
を
除
い
て
十
二
ヶ
所
に
建
札
が
設
置
さ
れ
た
。

ま
ず
、
五
街
道
に
か
ん
し
て
は
、
日
本
橋
お
よ
び
五
街
道
に
沿
っ
た
道
筋
で
あ
る
高

輪
大
木
戸
外
、
四
ッ
谷
大
木
戸
口
、
板
橋
口
、
千
住
口
と
で
に
合
わ
せ
て
五
本
が
建

て

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
江
戸
市
中
の
南
西
部
に
あ
た
る
青
山
口
、
糀
町
平
川
天
神
（
糀

町
広
小
路
が
設
置
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
）
、
そ
し
て
北
西
部
に
位
置
し
た
湯
島
天
神

境
内
、
護
国
寺
門
前
に
合
わ
せ
て
四
本
が
設
置
さ
れ
た
。
残
り
の
三
本
は
、
隅
田
川

に

沿
っ
て
広
が
る
繁
華
の
地
の
う
ち
で
、
上
野
黒
門
前
（
下
谷
広
小
路
の
北
端
）
、
両

国
橋
の
左
岸
、
永
代
橋
の
際
（
京
橋
方
面
と
深
川
と
を
結
ぶ
）
と
な
っ
て
い
る
。
善

光
寺
の

江
戸
出
開
帳
で
は
、
文
政
十
二
年
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
建
札
が
設
置

さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
他
の
寺
社
と
比
べ
る
と
、

江
戸
の

中
心
地
か
ら
み
て
西
側
に
あ
た
る
部
分
に
多
く
建
て
ら
れ
た
と
い
う
特
徴
を
　
卿
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数

社
在
所
在
月

可
置
所

寺
所
場
所
年
許
設
場

帳
　
帳
　
帳
帳
札
置

開
同
開
同

開
開

建
設

浅草寺
江戸
同上
江二戸浅草

享保4．3．～
享保4．　1．

享保4．2．
9

浅草雷門前
浅草寺随身門
駒形
日本橋

芝札之辻

四谷

板橋
千住

両国橋

第3表　開帳札の設置場所一覧

善光寺
信州
浅草寺
江戸浅草
享和3．　6．～
享和2．　7．
享和2．　8．
14

大：浅草雷神門前
大：矢大臣門前

玉川大明神
武州多摩郡
永代寺
江戸深川
文化2．3．～
文化元11．

15

中　日本橋際
　　　　　　　　　江戸橋
　　　　　　　　　神田今川橋
大　高輪大木戸外　高輪大木戸

　　　　　　　　　品川大仏前
　　　　　　　　　赤坂御門外
ノ」、　青山口

小　糀町平川天神
　　　　　　　　　四谷御門外
小　四谷大木戸口　四谷大木戸
　　　　　　　　　市ヶ谷八幡前
　　　　　　　　　白山前
小：護国寺門前
大：湯島天神境内

小：板橋ロ
ノ」・：千住口

新吉原大門口
浅草雷門前

大　上野黒門前　　上野山下

大　両国橋之西
中　永代橋

両国橋
永代橋
吹屋町河岸

新勝寺　　　　　　　　善光寺
下総　　　　　　　　　信州
永代寺　　　　　　　　回向院
江戸深川　　　　　　江戸両国
文化3．3．～　　　文政3．6．
文化2．11．　　　　文政2．閏4．
文化2．11．　　　　文政2．5．
20　　　　　　　　　　　　14

大：永代寺表門前　　大：回向院門前

ノ」・　江戸橋

小：芝神宮宮前
ノ」・：芝赤羽

中：品川大木戸
小：赤坂御門外

大　　日本橋

大　芝高縄土手

　　　　　　　　　　小　青山口
小　糀町天神宮前　　小　糀町広小路
小　四谷御門外
　　　　　　　　　　小　　四谷口
小　市ヶ谷八幡宮前

小：湯島天神宮前
小：根津権現前
小：板橋宿
ノ」・：千住宿

小：新吉原
中：浅草観音前

小：上野山下
小：和泉殿橋
中：両国広小路
中：永代橋

小　五百羅i漢前

小：護国寺門前
中：湯島天神前

小　板橋口
小　千住口

大　浅草雷神門前

大　上野黒門前

法宜寺　　　　　　　法華経寺
下総国印旛郡　　　下総国葛飾郡
本蔵寺　　　　　　　圓福寺
江戸浅草　　　　　武州牛込
天保13．3．～　　慶慮3．3．～
天保12．6．　　　慶臆2．7．
天保12．6．　　　慶臆2．8．
13　　　　　　　　　　　13

大：本蔵寺門前　　大：圓福寺門前

小　江戸橋　　　　中　江戸橋
小　神田今川橋　　中　今川橋
小　芝札之辻　　　中　芝田町札之辻

小：赤坂御門外　　中　赤坂御門外

小　四谷大木戸

小　本郷追分

小　千住大橋

小　束橋

大　両国橋之西　　小：両国橋
中　永代橋際　　　小：永代橋

中：牛込御門外
中：駒込追分

中　千住大橋
中　吉原土手

中　両国
中　永代橋

小　深川浄心寺　　中　深川浄心寺

小：堀之内妙法寺　中　堀之内妙法寺
出典：享保4年浅草寺開帳…『浅草寺史談抄』，比留間尚論文。享和3年善光寺開帳…「江戸開帳御願用記」下，長野県立長野
図書館蔵『今井家文書』のうち。文化2年玉川大明神開帳…比留間尚論文。文化3年新勝寺開帳…『成田市史』近世編史料集
五下。文政3年善光寺開帳…「文政江戸御開帳御願用記」坤，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のうち。天保13年法宜寺
開帳…『八街町史料』第三集，比留間尚論文。慶鷹3年法華経寺開帳…『旧幕府引継書』「寺社奉行一件書類」のうち。
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み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
武
州
多
摩
郡
の
玉
川
大
明
神
が
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
江
戸
深
川
の
永
代

寺
で
出
開
帳
を
し
た
時
に
は
、
十
五
本
の
開
帳
札
が
建
て
ら
れ
た
。
江
戸
下
町
で
は
、

江
戸
橋

（
日
本
橋
川
に
架
か
る
橋
で
、
日
本
橋
の
東
側
に
あ
る
。
こ
こ
の
広
小
路
は

江
戸
居
住
者
が
日
常
生
活
物
資
を
求
め
に
集
ま
る
場
で
あ
っ
た
。
）
と
、
神
田
今
川
橋

（日
本
橋
か
ら
、
中
山
道
の
冒
頭
部
分
で
も
あ
る
日
本
橋
通
り
を
北
に
上
が
っ
て
、

本
銀
町
の

大
通
り
か
ら
元
乗
物
町
へ
渡
る
橋
。
こ
の
堀
を
神
田
堀
と
称
し
、
こ
こ
が

神
田

へ
の

入
口

で
あ
っ
た
）
の
ニ
カ
所
に
建
て
ら
れ
た
。
五
街
道
に
沿
っ
た
場
所
で
、

東
海
道
沿
い
で
は
高
輪
大
木
戸
に
加
え
て
品
川
大
仏
前
、
甲
州
街
道
に
沿
っ
て
は
四

谷
御
門
外
と
四
谷
大
木
戸
が
選
ば
れ
た
。
江
戸
の
西
側
で
は
、
赤
坂
御
門
（
麹
町
か

ら
赤
坂
へ
の
出
口
に
あ
た
る
）
、
さ
ら
に
市
ヶ
谷
八
幡
門
前
（
市
ヶ
谷
御
門
の
外
に
あ

る
）
と
、
そ
こ
か
ら
北
方
に
あ
る
白
山
前
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
か
わ
り
に
、
板
橋

口

と
千
住
口
と
は
除
外
さ
れ
た
。
こ
の
他
で
は
、
隅
田
川
に
沿
っ
て
、
北
か
ら
新
吉

原
大
門
口
、
浅
草
雷
門
前
、
上
野
山
下
（
上
野
黒
門
前
の
東
側
に
あ
っ
た
）
、
両
国

橋
、
永
代
橋
が
選
ば
れ
た
。
な
お
、
当
時
芝
居
小
屋
と
芝
居
茶
屋
が
軒
を
連
ね
た
葺

屋
町

（深
川

か

ら
永
代
橋
を
渡
り
江
戸
下
町
へ
の
経
路
に
あ
た
る
）
に
も
建
て
ら
れ

た
。
こ
の
玉
川
大
明
神
の
開
帳
札
の
配
置
は
、
多
摩
地
方
と
江
戸
と
を
結
ぶ
陸
路
で

あ
る
江
戸
の
西
側
、
お
よ
び
多
摩
川
の
河
川
交
通
路
か
ら
江
戸
へ
の
連
絡
路
で
あ
る

江
戸
の
南
側
、
さ
ら
に
は
隅
田
川
筋
を
重
点
的
に
お
さ
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
玉
川
大
明
神
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
あ
と
の
文
化
三
年
三
月
か
ら
、
下
総
国
成

田

山
新
勝
寺
が
同
じ
深
川
永
代
寺
で
出
開
帳
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
の
建
札
は
二
十

カ
所
に
建
て
ら
れ
た
。
江
戸
下
町
で
は
江
戸
橋
（
日
本
橋
川
の
隣
接
し
た
河
岸
に
は

船
着

き
場
が
あ
り
、
木
更
津
か
ら
房
総
半
島
沿
い
に
江
戸
内
湾
を
通
う
通
船
の
発
着

場
で
あ
っ
た
）
に
設
置
さ
れ
た
。
五
街
道
に
沿
っ
た
場
所
で
、
東
海
道
沿
い
で
は
品

川
大
木
戸
に
他
の
場
所
と
比
べ
大
き
目
の
札
が
建
て
ら
れ
、
芝
に
も
ニ
カ
所
が
割
り

振
ら
れ
た
。
甲
州
街
道
沿
い
で
は
四
谷
御
門
外
、
中
山
道
で
は
板
橋
宿
、
日
光
道
中
・

奥
州
道
中
で
は
千
住
宿
に
そ
れ
ぞ
れ
建
て
ら
れ
た
。
江
戸
の
西
側
で
は
、
赤
坂
御
門

外
、
糀
町
天
神
宮
前
、
市
ヶ
谷
八
幡
宮
前
が
選
ば
れ
た
。
そ
こ
か
ら
北
東
に
上
が
っ

て
、
江
戸
城
の
北
方
で
は
湯
島
天
神
宮
前
と
根
津
権
現
前
、
外
堀
に
沿
っ
て
東
へ
行
っ

た
和
泉
橋
に
建
て
ら
れ
た
。
隅
田
川
沿
い
で
は
、
北
か
ら
新
吉
原
、
浅
草
観
音
前
、

上
野
山
下
、
両
国
広
小
路
、
永
代
橋
に
札
が
建
て
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
で
は
浅
草

観
音
前
・
両
国
広
小
路
・
永
代
橋
に
は
品
川
大
木
戸
と
同
じ
く
大
き
目
の
札
が
建
て

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
小
名
木
川
に
沿
っ
て
本
所
深
川
の
東
の
外
れ
に
あ
っ
た
五
百
羅

漢
前
も
設
置
場
所
と
し
て
撰
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
勝
寺
の
場
合
は
、
隅
田
川
筋

を
中
心
に
し
て
、
江
戸
市
中
よ
り
は
周
縁
部
の
交
通
の
要
所
が
周
知
の
た
め
の
場
所

と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
保
十
三
年
に
下
総
国
法
宜
寺
が
浅
草
本
蔵
寺
を
宿
寺
と
し
た
開
帳
で
は
、
江
戸

下
町
の

開
帳
札
は
江
戸
橋
と
神
田
今
川
橋
、
江
戸
の
外
延
と
し
て
南
か
ら
時
計
廻
り

に
、
芝
札
之
辻
、
赤
坂
御
門
外
、
四
谷
大
木
戸
、
本
郷
追
分
、
千
住
大
橋
と
置
か
れ

た
。
こ
こ
か
ら
隅
田
川
を
下
る
か
た
ち
で
、
東
（
吾
妻
）
橋
、
両
国
橋
、
永
代
橋
と

つ

な
が
り
、
深
川
浄
心
寺
門
前
に
も
建
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
江
戸
西
方
郊
外
の
堀
之

内
妙
法
寺
に
も
建
札
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
浄
心
寺
と
同
様
に
、
日
蓮
宗
と
い
う

宗
派
の
関
係
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　
幕
末
の
慶
雁
三
年
に
、
江
戸
西
郊
牛
込
の
日
蓮
宗
寺
院
圓
福
寺
で
行
わ
れ
た
下
総
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国
中
山
の
法
華
経
寺
の
開
帳
で
は
、
先
の
法
宜
寺
の
開
帳
時
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
開

帳
札
が
建
て
ら
れ
た
。
両
者
の
違
い
と
し
て
は
、
法
宜
寺
開
帳
の
四
谷
大
木
戸
と
東

橋
と
が
、
法
華
経
寺
開
帳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
牛
込
御
門
外
と
原
土
手
と
に
代
わ
っ
た
ニ

カ
所
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
ッ
谷
牛
込
方
面
で
あ
れ
ば
、
江
戸
の
中
心
地
か
ら

牛
込
に

至

る
道
筋
の
関
係
、
隅
田
川
筋
で
あ
れ
ば
宿
寺
間
近
の
東
橋
か
、
人
手
の
多

い

吉
原
土
手
の

選
択
の
違
い
と
推
定
で
き
る
。

　
な
お
、
天
保
初
年
に
は
、
江
戸
に
お
け
る
開
帳
札
設
置
の
定
石
の
場
所
と
し
て
、

両
国
、
吾
妻
橋
、
千
住
、
本
郷
追
分
、
四
ッ
谷
大
木
戸
、
赤
坂
御
門
外
、
高
輪
札
之

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

辻
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
七
カ
所
は
、
い
ず
れ
も
第
三
表
で
あ
げ
た
地

点

と
重
複
し
て
お
り
、
江
戸
市
中
お
よ
び
近
郊
と
の
交
通
の
要
所
で
あ
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
が
、
地
域
的
に
は
江
戸
の
西
側
の
地
名
が
多
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
開
帳
札
の
設
置
場
所
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
帳
の
宿
寺
の
場
所
、

さ
ら
に
寺
社
の
宗
派
と
い
う
条
件
と
と
も
に
、
江
戸
の
あ
り
よ
う
が
反
映
し
て
い
た
。

基
本
と
な
る
札
の
場
所
は
、
江
戸
下
町
の
中
心
地
、
四
宿
に
通
じ
る
主
要
な
街
道
沿

い
、
そ
れ
に
隅
田
川
筋
の
要
所
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
な
か
で
は
、
時
期
が

下

る
と
と
も
に
隅
田
川
沿
の
占
め
た
位
置
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
傾
向
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
地
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
市
中
お
よ
び
江
戸
と
近
郊
を

含

め
た
他
国
と
の
交
通
の
要
路
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
開
帳
札
は
、
江
戸
西

側
の
外
延
に
あ
た
る
部
分
に
比
較
的
に
多
く
配
置
さ
れ
た
と
い
う
傾
向
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
開
帳
の
宣
伝
は
、
江
戸
居
住
者
の
み
な
ら
ず
、
諸
国
か
ら
江
戸
へ

来

る
人
び
と
を
も
主
要
な
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
開
帳
札

が
い

く
つ
か
の
定
石
と
な
る
場
所
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
び
と
に
と
っ
　
ー
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

て

も
、
そ
れ
ら
の
場
所
に
赴
け
ば
開
帳
の
予
告
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⇔
　
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
描
か
れ
た
木
札

　
『
江
戸
名
所
図
会
』
七
巻
二
十
冊
は
天
保
五
年
と
七
年
と
に
分
け
て
板
行
さ
れ
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
挿
し
絵
の
画
題
数
は
六
百
五
十
八
件
に
の
ぼ
る
。
こ
の
う
ち
、
故
事

を
画
題
と
し
た
三
十
七
件
を
除
く
六
百
二
十
一
件
が
、
十
九
世
紀
初
め
の
江
戸
お
よ

び

江
戸
近
郊
の

情
景
を
画
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
は
、
た
ん
に
粉
本

か

ら
の
引
き
写
し
や
絵
空
事
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
正
確
な

描
写

を
伴
っ
た
画
面
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
事
実
と
い

　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
し
絵
は
、
江
戸
お
よ
び
江
戸
近
郊
の
情
景
を
満
遍
な
く
描

い
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
名
所
図
会
と
い
う
性
格
か
ら
、
画
題
に
は
江
戸
お
よ
び

近
郊
の

寺
社
境
内
が
数
多
く
選
ば
れ
て
お
り
、
反
面
で
武
家
地
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
町
人
地
も
ま
た
多
く
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
描
き
方
で
は
鳥
敵

図
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
平
面
的
な
地
図
の
よ
う
な
も
の
や
側
面
か
ら

み
た

景
観
図
も
あ
り
、
さ
ら
に
縮
尺
も
区
々
で
あ
る
。
画
面
の
構
図
や
画
面
に
描
き

込

ま
れ
て
い
る
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
当
該
場
所
に
あ
る
事
物
が
す
べ
て
描
き
込

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
江
戸
の
大
高
札
場
の
う
ち
、
日
本
橋
・

芝
車
町
・
筋
違
橋
門
外
の
も
の
は
挿
し
絵
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
常
磐
橋
門
外
・
浅

草
橋
門
外
の

も
の
は
本
文
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
挿
し
絵
は
な
く
、
麹
町
半
蔵
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門
外
の
も
の
は
挿
し
絵
お
よ
び
本
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

こ
の
傾
向
を
も
つ
挿
し
絵
の
な
か
に
あ
っ
て
、
屋
外
に
あ
る
木
札
が
た
ま
た
ま
描

き
込
ま
れ
て
い
る
画
題
は
九
十
一
件
を
数
え
、
こ
の
割
合
は
江
戸
の
情
景
を
画
題
と

し
た
も
の
の
う
ち
の
約
一
五
％
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
木
札
は
、
「
御

高
札
場
」
「
制
札
」
「
下
馬
」
類
の
付
箋
の
有
無
の
ほ
か
に
、
附
属
造
作
物
の
有
無
や

設
置

さ
れ
て
い
る
場
所
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

附
属
造
作
物
の
有
無
に
よ
り
、
木
札
の
取
り
扱
わ
れ
方
の
軽
重
で
大
略
の
区
分
を
す

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
イ
　
木
札
は
、
石
組
み
の
基
壇
の
上
に
設
け
ら
れ
た
上
屋
の
な
か
に
掛
け
ら
れ
、

　
　

さ
ら
に
木
札
の
周
囲
に
は
柵
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
ロ

　
木
札

が
、
地
面
上
じ
か
に
造
ら
れ
た
上
屋
の
な
か
に
掛
け
ら
れ
、
こ
の
周
囲

　
　
を
柵
で
囲
ん
で
描
い
て
い
る
も
の
。

　
ハ
　
木
札

は
雨
晒
し
の
状
態
で
、
板
の
裏
面
に
は
足
が
付
け
ら
れ
て
、
こ
れ
が
地

　
　
面
に

埋
め

込

ま
れ
て
立
っ
て
お
り
、
木
札
の
設
置
さ
れ
た
場
所
は
周
囲
を
柵
で

　
　
囲
ま
れ
て
、
外
部
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
二
　

木
札

は
雨
晒
し
の
状
態
で
、
板
の
裏
面
に
は
足
が
付
け
ら
れ
て
、
こ
れ
が
地

　
　
面
に

埋
め

込

ま
れ
て
立
っ
て
お
り
、
木
札
を
保
護
す
る
た
め
の
附
属
造
作
物
が

　
　
何
も
な
い
も
の
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
木
札
の
扱
わ
れ
方
に
は
、
風
雨
を
遮
る
上
屋
に
納
め
ら
れ
て
い
る

か
、
そ
の
場
所
だ
け
が
棚
で
他
か
ら
の
立
ち
入
り
を
遮
ら
れ
て
い
る
か
、
た
ん
な
る

露
天
の

木
札
か
の
違
い
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
風
雨
を
遮
る
上
屋
が
架
け
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
場
所
が
柵
で

他
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
木
札
は
、
大
略
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
所
に
存

在
し
て
い
た
。

　
○
木
戸
脇
・
道
路
際
・
橋
際
・
辻
の
際
・
寺
社
門
前
な
ど
に
あ
り
、
上
屋
や
柵
と

　
　

と
も
に
、
一
枚
も
し
く
は
複
数
枚
の
木
札
が
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
高
札
場
と
し

　
　
て

描
か
れ
て
い
る
も
の
。
高
札
と
し
て
の
木
札
は
、
横
の
寸
法
が
竪
よ
り
も
長

　
　

く
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
○
寺
社
門
前
に
あ
り
、
柵
や
場
合
に
よ
っ
て
は
上
屋
も
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
制
札

　
　
や

下
馬
札
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
上
屋
や
柵
な
し
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
木
札
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
・
寺
社
境
内
の
銘
木
等
の
案
内
板
。

　
・
寺
社
の
門
前
。

　
・
河
岸
や
渡
船
場
。

　
・
街
道
脇
や
辻
、
追
分
。

　
・
橋
の
際
や
橋
台
の
空
き
地
。

　
寺
社
境
内
の
銘
木
等
の
案
内
板
は
す
べ
て
こ
の
描
き
方
が
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

件
数

は
最
も
多
か
っ
た
。
つ
い
で
、
寺
社
の
門
前
や
水
辺
に
建
て
ら
れ
て
い
る
木
札

が
多
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
を
併
せ
る
と
、
最
も
造
作
が
大
仰
な
も
の
は
日
本
橋
の
高
札
場
に

代
表

さ
れ
る
幕
府
の
高
札
場
の
仕
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
で
大
き
な
寺
社
門
前
の

制
札
や

下
馬
札
が
附
属
造
作
物
で
保
護
さ
れ
て
い
る
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
私
的
に
建
て
ら
れ
た
木
札
は
、
そ
の
存
在
を
附
属
造
作
物
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江戸の開帳札

で
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
挿
し
絵
の
な
か
に
描
か
れ
た
木
札
類
の
な
か
に
あ
っ
て
、
第
三
表
で

示

し
た
開
帳
札
の
設
置
箇
所
に
描
か
れ
た
木
札
、
お
よ
び
足
付
き
の
木
札
複
数
枚
が

保
護
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
露
出
の
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
画
面
を
抽
出
し
た
も
の
が

第
四

表
で
あ
る
。

　
日
本
橋
で
は
、
南
側
の
橋
台
の
西
側
に
高
札
場
、
そ
の
北
側
に
柵
で
囲
ま
れ
た
木

札
二
枚
、
高
札
場
の
南
側
に
木
札
の
よ
う
な
も
の
一
点
、
橋
台
の
東
側
に
木
札
一
枚

が
描
か
れ
て

い

る
。
こ
の
う
ち
で
は
、
橋
台
の
東
側
に
あ
る
木
札
一
枚
が
開
帳
札
の

可
能
性
が
あ
る
。

　
境
町
葺
屋
町
で

は
、
南
北
に
走
る
通
り
の
南
端
に
木
札
三
枚
が
あ
り
、
埋
め
込
ん

だ
地
面
の

状
態
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
開
帳
札
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
四

日
市
に
は
、
三
カ
所
に
木
札
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
四
日
市
（
江
戸
橋
）

広
小
路
の
床
見
世
の
奥
に
高
札
場
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
江
戸
橋
広
小
路
の
由
緒

を
記
し
た
『
江
戸
橋
広
小
路
井
最
寄
旧
記
』
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
は
文
政
六
年
ま
で

「此
明
地
之
内
二
火
事
之
節
武
士
町
人
に
よ
ら
す
諸
道
具
一
切
持
出
申
間
敷
与
申
候
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

言
之
御
高
札
」
が
建
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
高
札
場
で
あ

ろ
う
。
こ
の
高
札
場
に
向
か
っ
て
左
手
奥
に
木
札
一
枚
が
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
橋
の

南
側
橋
台
の
東
側
に
木
札
三
本
が
柵
に
囲
ま
れ
て
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
棚
で
囲
ま

れ
て

い

る
が
、
竪
と
横
と
の
法
量
か
ら
高
札
と
し
て
よ
り
は
開
帳
札
と
し
て
描
か
れ

て

い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
札
三
本
は
、
高
札
の
類
と
し
て
み
る
よ
り
は
開
帳

札
と
し
て
み
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
挿
し
絵
の
画
面
で
は
、
棚
を
何
ら

か
の

理
由
で
描
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

第4表　　『江戸名所図会』に描かれた開帳札の可能性の高い木札

場　所

日本橋

堺町葺屋町戯場

四日市

新大橋

永代橋

四谷大木戸

大塚護国寺

法明寺・雑司谷鬼子母神堂

東叡山黒門前

金龍山浅草寺

新吉原町

回向院（境内図）

押上法恩寺・霊山寺（境内図）

大川橋（市街図）

描かれた木札

橋台に木札1枚

通りに木札3枚

橋台に木札3枚

橋台に木札3枚
永代橋の橋台に木札3枚

木戸際に木札4枚1カ所、1枚1カ所
仁王門の門前に木札3枚、

石仁王前に木札3～4枚、

木札2枚1カ所、

雷門外に木札8枚、

隅田川沿いに木札4枚が1ヵ所、

表門脇に木札6枚、

表門の前に木札2枚、

大川橋の東橋台に木札2枚、西橋台に木札3枚、

巻・冊

壱之巻・第一冊

壱之巻・第二冊

壱之巻・第二冊

壱之巻・第二冊

壱之巻・第二冊

参之巻・第九冊

四之巻・第十二冊

四之巻・第十二冊

五之巻・第十四冊

六之巻・第十六冊

六之巻・第十七冊

七之巻・第十八冊

七之巻・第十八冊

七之巻・第十九冊
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新
大
橋
と
永
代
橋
の
橋
台
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
木
札
三
枚
つ
つ
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
四

谷
大
木
戸
の
外
に
は
、
石
垣
の
左
右
に
木
札
が
あ
る
。
通
り
の
南
側
の
水
番
の

前
に
木
札
一
枚
が
あ
り
、
高
札
の
類
と
推
定
で
き
る
。
此
の
反
対
の
北
側
に
は
木
札

四
枚
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
三
枚
の
法
量
は
竪
が
横
よ
り
も
長
く
、
「
開
帳
」
の
文
言

が
記

さ
れ
て
い
る
も
の
が
三
枚
あ
る
。

　
大
塚
護
国
寺
仁
王
門
の
外
側
の
脇
に
は
、
木
札
三
枚
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
堂
の
鳥
居
の
内
側
の
参
道
脇
に
生
え
て
い
る
木
の
前
に
木
札

三
枚
が
あ
る
が
、
開
帳
札
と
し
て
は
場
所
が
不
自
然
で
、
境
内
の
案
内
木
札
の
類
と

み

る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
東
叡
山
黒
門
前
に
は
、
文
政
三
年
善
光
寺
開
帳
の
建
札
が
建
て
ら
れ
た
「
場
所
ハ

袴
東
側
南
向
二
御
座
候
」
と
こ
ろ
に
、
木
札
二
枚
が
描
か
れ
て
お
り
、
開
帳
札
を
写
し

た

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
浅
草
寺
門
前
に
は
、
風
雷
神
外
の
番
屋
の
ま
え
に
木
札
八
枚
が
西
向
き
に
建
っ
て

い

る
。
開
帳
札
は
、
寺
社
門
前
に
建
て
ら
れ
る
場
合
、
後
ろ
の
建
物
に
平
行
に
建
て

ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
直
角
に
描
か
れ
て
い
る
。
文
政
三
年
の
善
光
寺
開
帳
の
お
り
、

上
田

丹
下
が
浅
草
御
別
当
代
理
乗
院
の
も
と
へ
参
上
し
、
開
帳
札
を
享
和
年
間
の
開

帳
の
時
と
同
様
に
南
向
き
に
建
て
る
こ
と
を
願
っ
た
。
そ
の
返
答
に
、
「
当
山
観
音
開

帳
之
節
斗
り
南
向
二
相
建
候
、
外
之
開
帳
札
は
不
残
西
向
候
間
出
来
か
た
く
候
得
と
も

享
和
度
之
例
も
有
之
・
善
光
寺
・
格
別
之
髄
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
・
通
例
の

開
帳
札
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
し
絵
に
描
か
れ
て
い
る
と
お
り
西
向
き
に
建
て

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
挿
し
絵
で
は
柱
二
本
の
大
札
と
一
本
の
中
小
札
と

が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
新
吉
原
で

は
、
大
門
手
前
の
高
札
場
の
反
対
側
に
木
札
四
枚
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
回
向
院
の
表
門
外
に
木
札
六
枚
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
押
上
法
恩
寺
表
門
外
に
木
札
二
枚
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
大
川
橋
の
東
の
橋
台
に
木
札
二
枚
、
西
の
橋
台
に
木
札
三
枚
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
『
江
戸
名
所
図
会
』
で
は
、
江
戸
下
町
の
交
通
の
要
路
に
か
か
る

橋
の
橋
台
、
お
よ
び
人
の
集
ま
る
寺
社
の
門
前
、
さ
ら
に
芝
居
町
、
四
谷
大
木
戸
、

新
吉
原
の

大
門
外
に
、
開
帳
札
と
比
定
さ
れ
る
木
札
が
複
数
枚
数
描
が
れ
て
い
た
。

こ
と
に
、
浅
草
寺
門
前
と
回
向
院
門
前
と
は
件
数
が
多
く
、
両
寺
を
宿
寺
と
す
る
開

帳
札

は
最
大
限
で
見
積
も
っ
て
も
常
時
二
な
い
し
三
枚
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た

か

ら
、
江
戸
で
開
帳
を
行
う
寺
社
は
、
き
そ
っ
て
こ
れ
ら
の
地
に
開
帳
札
を
掲
げ
た

の

で
あ
ろ
う
。
「
開
帳
差
許
帳
」
に
み
え
る
「
五
ツ
開
帳
」
は
十
九
世
紀
に
入
る
と
年

平
均
八
件
程
度
で
あ
る
か
ら
、
浅
草
寺
の
雷
神
門
前
は
江
戸
の
開
帳
情
報
を
ほ
ぼ
収

集
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で

は
、
江
戸
「
五
ツ
開
帳
」
の
周
知
・
宣
伝
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
開

帳
札
の
設
置
場
所
の
検
討
を
と
お
し
て
、
近
世
都
市
江
戸
に
お
け
る
情
報
発
信
の
“
広

場
”
機
能
の
一
端
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
き
た
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
具
体
的
な
事

例

は
、
江
戸
「
五
ツ
開
帳
」
の
総
数
か
ら
み
れ
ば
僅
少
で
は
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は

『江
戸
名
所
図
会
』
に
描
か
れ
た
開
帳
札
に
比
定
さ
れ
る
画
面
内
容
と
大
筋
に
お
い

て

符
合
す
る
こ
と
も
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
掴
み
得
る
と
思
わ
れ
る
。
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江
戸

「
五

ツ
開
帳
」
の
な
か
で
も
、
こ
と
に
他
国
か
ら
の
出
開
帳
に
か
ん
し
て
い

え
ば
、
情
報
発
信
の
場
は
、
江
戸
下
町
よ
り
も
そ
の
周
辺
部
、
こ
と
に
五
街
道
を
は

じ
め
と
す
る
交
通
の
要
路
、
な
か
で
も
木
戸
や
御
門
と
い
う
江
戸
市
中
と
市
外
と
の

境
界
の

地

に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
場
所
の
な
か
で
も
、
こ
と
に
芝
札
之
辻
、
赤
坂

御
門
外
、
四
谷
大
木
戸
、
千
住
な
ど
は
情
報
発
信
の
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の

こ
と
か
ら
、
江
戸
の
開
帳
に
お
い
て
参
拝
者
と
し
て
見
込
ま
れ
た
人
び
と
は
、
江

戸
居
住
者
の
み
な
ら
ず
一
時
滞
留
者
や
通
過
す
る
人
び
と
を
も
含
め
た
江
戸
へ
の
流

入
者
の
占
め
る
割
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
さ
ら
に
「
五
ツ

開
帳
」
は
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
行
楽
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
、
こ
れ
に
と

も
な
っ
て
開
帳
の
宿
寺
を
江
戸
の
行
楽
ゾ
ー
ン
の
中
枢
を
形
成
し
た
隅
田
川
沿
い
に

集
中
す
る
傾
向
を
示
し
た
が
、
建
札
も
ま
た
こ
の
地
帯
を
設
置
箇
所
の
重
点
と
し
て

い

っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
浅
草
寺
雷
門
前
、
両
国
橋
、
永
代
橋
と
い
う
寺
社
門
前
や
橋
の

た

も
と
は
、
こ
の
種
の
情
報
精
度
の
高
い
場
所
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
人
び
と
は
、
開

帳
の
実
施
情
報
に
か
ん
す
る
こ
の
”
広
場
”
機
能
を
持
っ
た
場
所
で
、
い
つ
ど
こ
の

開
帳
が
行
わ
れ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
し
あ
る
人
が
開
帳
の
予
告
を
知
り

た

け
れ
ば
、
こ
れ
ら
特
定
の
場
所
へ
出
か
け
て
そ
こ
に
あ
る
建
札
に
注
目
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
が
、
開
帳
の
実
施
者
か
ら
み
れ
ば
、
開
帳
札
設
置
の
定

石

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
し
絵
に
描
か
れ
た
、
開

帳
札

と
比
定
さ
れ
る
木
札
に
か
ん
す
る
克
明
な
描
写
は
、
た
ん
に
偶
然
そ
の
場
に

あ
っ
た
木
札
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
種
の
情
報
の
発
信
場
所
の
存
在
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
最
古
の
開
帳
実
施
記
録
は
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
閏
六
月
十
九
日
に
京
都
で
善
光
寺
仏

　
　
を
模
し
た
三
尊
仏
開
帳
を
記
し
た
『
明
月
記
』
の
記
載
と
さ
れ
て
い
る
。
時
代
に
よ
る
開
帳
実

　
　
施
の

形
態
変
化

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
変
化
を

　
　
追
究

し
た
長
谷
川
匡
俊
「
近
世
の
飯
沼
観
音
と
庶
民
信
仰
ー
開
帳
と
本
堂
再
建
勧
化
を
と
お

　
　
し
て
み
た
る
ー
」
（
『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
八
号
、
一
九
七
四
年
）
、
近
世
後
半
に
お
け
る
変

　
　
化
を
述
べ
た
拙
稿
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
　
館
研
究
報
告
』
三
十
三
集
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。

（
2
）
　
拙
稿
「
近
世
寺
社
の
造
営
費
用
調
達
に
つ
い
て
」
（
『
古
図
に
み
る
日
本
の
建
築
』
所
収
、
一

　
　
九

八
九
年
。
）

（
3
）
　
比
留
間
尚
「
江
戸
の
開
帳
」
（
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
所
収
、
一
九
七
三
年
。
）
。
北
村

　
　
行
遠
『
近
世
開
帳
の
研
究
』
一
九
八
九
年
。

（
4
）
　
比
留
間
尚
前
掲
論
文
、
四
〇
一
～
三
ペ
ー
ジ
。

（
5
）
　
北
村
行
遠
前
掲
書
、
六
七
～
八
ペ
ー
ジ
。

（
6
）
　
拙
稿
「
江
戸
に
お
け
る
開
帳
場
の
構
成
－
享
和
三
年
善
光
寺
出
開
帳
の
事
例
を
中
心
と
し

　
　
て
ー
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
十
一
集
、
一
九
八
六
年
。
）

（
7
）
　
長
野
県
立
長
野
図
書
館
蔵
「
今
井
家
文
書
」
の
う
ち
、
乾
・
坤
の
二
巻
か
ら
な
る
袋
と
じ
の

　
　
堅
帳
。

（
8
）
　
『
江
戸
開
帳
御
願
用
記
』
下
、
長
野
県
立
長
野
図
書
館
蔵
「
今
井
家
文
書
」
の
う
ち
。

（
9
）
　
「
開
帳
差
免
帳
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
旧
幕
府
引
継
書
』
の
う
ち
）
の
件
数
合
計
で
あ

　
　
る
。

（
1
0
）
　
江
戸
の
「
五
ツ
開
帳
」
の
始
期
は
、
「
開
帳
差
免
帳
」
所
載
の
初
め
で
あ
る
享
保
十
八
年
二

　
　
七
三
三
）
か
、
そ
の
直
前
の
時
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
H
）
　
北
村
行
遠
前
掲
書
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
1
2
）
　
吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
（
一
九
八
〇
年
）
所
収
の
村
井
益
男
氏
執
筆
の
「
江

　

戸
名
所
図
会
」
の
項
。

（
1
3
）
　
『
江
戸
橋
広
小
路
井
最
寄
旧
記
』
冬
八
十
七
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
旧
幕
府
引
継
書
』
の

　

う
ち
。
）

（
1
4
）
　
『
文
政
江
戸
御
開
帳
御
願
用
記
』
坤
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
歴
史
研
究
部
）
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Notice　Board　Announcements　of　Religious　Icon　Unveilings　in　Edo

YUASA　Takashi

　　This　study　looks　at　the　notice　boards　and　locations　used　in　Edo　in　the　early　modern

period　to　announce　the　unveiling　of　sp㏄ial　religious　icons．　The　aim　of　the　analysis

is　to　show　how　these　sites　functioned　as　hiroba　fbr　the　transmission　and　reception　of

public　infbrmation．

　　Shinto　and　Buddhist　religious　organizations　held　limited　unveilings　of　rarely

shown　miniature　shrines　and　icons　essentially　to　propagate　their　respective　faiths

among　the　general　community，　thereby　giving　people　opportunities　to‘‘make　a

connection”（んθc砺θη）with　these　deities．　A　survey　of　the　period　from　the　seventeenth

century　to　the　mid－nineteenth　century　shows　that　the　nature　of　the　unveilings　varied

significantly　according　to　the　historical　period　and　location．　From　the　eighteenth

century　onward，　fbr　example，　most　showings　in　Edo　and　other　major　cities　were

aimed　less　at　this　original　goal　than　at　raising　fUnds　fbr　the　restoration　of　shrine　and

temple　buildings．　The　success　of　the　events　therefbre　rested　upon　how　many　people

could　be　attracted　to　them　during　the　sixty－or　eighty－day　period　in　which　they　were

held．　Particularly　R）r　shrines　and　temples　which，　based　outside　Edo，　took　their　icons

to　the　city　only負）r　that　limited　time，　effbctive　advertising　was　crucial．

　　One　ofthe　ways　to　broadcast　the　events　was　to　put　up　wooden　notice　boards　around

the　city．　By　exploring　the　actual　process　by　which　these　signs　were　produced　and

posted，　and　the　locations　in　Edo　where　they　were　posted，　this　study　hopes　to　provide

an　insight　into　the　special　sites　created　and　maintained　by　Edo　people　fbr　the

gathering　and　distribution　of　infbrmation．　In　the　case　of　signs　heralding　religious

unveilings，　these　sites　were　originally　fbwer　in　the　inner　city　of　Edo　than　in　the

surrounding　areas，　particularly　along　major　routes　like　the　five　major　highways

originating　in　central　Edo，　and　at　the　city’s　border　gates．　As　the　unveilings　came　to

take　on　a　more　festive　nature　in　the　late　eighteenth　century，　however，　they　were　held

more　f㌃equently　in　the　heart　of　downtown　entertainment　district　along　the　Sumidag－

awa　River．　This　meant　that　high－profne　places　also　had　to　be　fbund　in　that　district

fbr　the　display　of　notice　boards　announcing　the　events．　Such　places　included　bridges，

such　as　Ryogokubashi　and　Eitaibashi，　and　the　entrances　to　shrines　and　temples，　such

as　the　Kaminarimon　gate　to　Sens6ji　in　Asakusa．　These　sites　thus　served　as　ef飴ctive

乃かo力αfbr　the　advertisement　of　special　public　showings　of　religious　icons．
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