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江
戸
前
は
、
前
号
で
記
し
た
よ
う
に
、
砂

洲
に
覆
わ
れ
た
遠
浅
の
海
で
し
た
。
そ
こ
で

捕
れ
た
魚
介
類
は
、
江
戸
の
食
文
化
を
支
え

る
と
と
も
に
、
江
戸
の
人
々
が
海
を
身
近
に

感
じ
る
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
風
景
は

錦
絵
に
描
か
れ
、
天
保
9
年
（
１
８
３
８
）

刊
の
『
東
都
歳
事
記
』
に
も
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

芝
浦
・
高
輪
・
品
川
沖
・
佃
嶋
沖
・
深
川

洲
崎
・
中
川
の
沖
、
早そ
う
た
ん旦
よ
り
船
に
乗
じ

て
、
は
る
か
の
沖
に
至
る
。
卯
の
刻
過
よ

り
引
始
て
、
午
の
半
刻
に
は
海
底
陸
地
と

変
ず
。
こ
こ
に
お
り
た
ち
て
蠣か
き

蛤は
ま
ぐ
りを
拾

ひ
、
砂
中
の
ひ
ら
め
を
ふ
み
、
引
残
り
た

る
浅
汐
に
小
魚
を
得
て
宴う
た
げを

催
せ
り

こ
の
一
文
に
は
、
江
戸
前
の
海
の
豊
か

さ
が
わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
船

で
沖
へ
出
る
と
、
汐
干
と
と
も
に
砂
洲
が
陸

地
（
干
潟
）
に
な
り
、
そ
こ
に
は
牡か

き蠣
や
蛤

が
豊
か
に
生
育
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

足
も
と
の
砂
の
中
に
は
ヒ
ラ
メ
が
隠
れ
、
海

水
が
引
い
た
後
に
残
る
汐
だ
ま
り
で
小
魚
が

獲
れ
る
な
ど
、
海
の
恵
み
を
容
易
に
享
受
で

き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
江
戸
前
の
海
が

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
存
在

だ
っ
た
の
か
、
そ
の
日
常
的
な
風
景
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
て
も
興
味
深
い
内
容
と

い
え
ま
す
。�

（
2
頁
へ
続
く
）
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も
う
ひ
と
つ
、
江
戸
前
の
風
景
に
つ
い
て

『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』
か
ら
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

三
月
三
日
は
例
年
、
海
上
大
汐
干
潟
と
な

る
。
故
に
深
川
の
洲
先
、
品
川
の
海
上
に

汐
干
狩
に
出
づ
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。
蛤

を
拾
い
、
貝
類
を
あ
さ
り
し
人
を
遙
か
に

望
め
ば
豆と
う
じ
ん人

の
如
く

こ
れ
は
、
毎
年
3
月
3
日
に
は
大
汐
で
干

潟
に
な
る
た
め
、
深
川
の
洲
崎
と
品
川
の
海

上
に
多
く
の
人
が
出
て
、
蛤
や
貝
類
を
拾
っ

た
様
子
を
記
述
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
様
子

は
、
広
重
（
二
代
）
が
描
い
た
〔
洲
さ
き
汐

干
か
り
〕
な
ど
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

汐
が
引
き
、
干
潟
と
な
っ
た
海
岸
に
多
く
の

人
が
汐
干
狩
り
に
出
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

右
上
に
は
洲
崎
弁
天
社
（
現
在
の
洲
崎
神
社
）

と
そ
の
周
辺
の
茶
屋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

少
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
江
戸
前
の
砂
洲

は
、
生
業
と
す
る
漁
業
だ
け
で
な
く
、
江
戸

の
人
々
が
気

軽
に
海
を
楽

し
む
場
と
し

て
身
近
な
存

在
で
あ
り
、

獲
っ
て
き
た

新
鮮
な
魚
介

類
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
料

理
の
食
材
に

な
っ
た
の
で
す
。

寿
司
に
見
る
「
江
戸
前
」

江
戸
前
の
海
の
恵
み
は
、
食
文
化
の
発
展

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
江
戸

前
寿
司
の
魚
介
類
は
、
鮮
度
が
高
く
、
良
質

な
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
の
人
達

は
そ
の
味
を
存
分
に
楽
し
ん
だ
こ
と
で
し
ょ

う
。江

戸
時
代
の
社
会
や
風
俗
を
記
録
し
た
喜

多
川
守
貞
の
『
近
世
風
俗
志
』（
原
題
『
守

貞
謾
稿
』）
に
は
、「
握
り
飯
ノ
上
ニ
、
雞
卵

ヤ
キ
、鮑
、マ
グ
ロ
サ
シ
ミ
、海
老
ノ
ソ
ボ
ロ
、

小
鯛
、コ
ハ
ダ
、白
魚
、蛸た
こ

等
ヲ
専
ト
ス
」「
江

戸
、今
製
ハ
、握
リ
鮓ず
し

也
。
鶏
卵
焼
、車
海
老
、

海
老
ソ
ボ
ロ
、
白
魚
、
マ
グ
ロ
サ
シ
ミ
、
コ

ハ
ダ
、
ア
ナ
ゴ
甘
煮
長
ノ
マ
ゝ
也
」
と
あ
り
、

当
時
好
ま
れ
た
握
り
寿
司
の
ネ
タ
が
書
き
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
卵
焼
き
、
海
老
、
マ
グ

ロ
サ
シ
ミ
、
小
鯛
、
コ
ハ
ダ
、
白
魚
、
ア
ナ

ゴ
な
ど
、
現
在
で
も
人
気
が
あ
る
も
の
ば
か

り
で
す
。

ま
た
、
海
老
は
芝
海
老
で
あ
れ
ば
江
戸
前

の
名
産
品
で
す
が
、
卵
焼
き
を
除
き
、
鮪
や

鮑
な
ど
は
房
総
半
島
南
部
あ
る
い
は
相
樸
湾

産
も
含
む
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
握
り
は
江

戸
前
の
魚
介
を
基
本
と
す
る
、
江
戸
っ
子
自

慢
の
一
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

海
苔
養
殖
の
は
じ
ま
り

江
戸
前
の
海
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
。
栄

要
豊
富
な
砂
洲
は
、
海
苔
生
産
の
場
と
し
て

も
適
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
の
海
苔
は
、
浅
草
海
苔
の
ブ
ラ
ン
ド

名
で
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
海

苔
自
体
は
品
川
・
大
森
辺
り
で
養
殖
さ
れ
ま

し
た
。
古
く
は
、
寛
永
15
年
（
１
６
３
８
）

の
『
毛け

吹ふ
き

草ぐ
さ

』
に
「
下
総
国　

葛
西
苔の
り　

是
ヲ
浅
草
苔
ト
モ
云
」
と
あ
り
、
現
在
の
江

戸
川
区
辺
り
の
海
苔
を
「
浅
草
苔
」
と
称

え
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
正
徳

2
年
（
１
７
１
２
）
の
『
倭わ

漢か
ん

三さ
ん

才さ
い

図ず

会え

』

「
紫あ
ま
の
り菜

」
の
項
に
も
葛
西
地
域
の
海
苔
採
取

の
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
享
保

17
年
（
１
７
３
２
）
に
成
立
し

た
『
江
戸
砂
子
』
に
は
、「
浅

草
海
苔
、
当
所
の
名
物
。
む
か

し
は
此こ
の
ち
か
き
辺
ま
で
入
江
な

り
し
と
也
。
今
は
品
川
海
苔
を

当
所
に
て
製
す
」
と
あ
り
、
江

戸
時
代
中
期
の
享
保
期
に
は
品

川
で
生
産
さ
れ
た
海
苔
を
浅
草

で
乾ほ

し

海
苔
と
し
、
浅
草
海
苔
と
し
て
販
売
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

海
苔
の
研
究
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
岡

本
金
太
郎
氏
は
、
そ
の
著
書
『
浅
草
海
苔
』

の
中
で
、
江
戸
時
代
後
期
の
『
東
都
歳
事
記
』

や
『
新
編
武
蔵
風
土
記
』、
さ
ら
に
は
浅
草

海
苔
商
人
の
記
録
な
ど
か
ら
、
元
禄
・
宝
永

（
１
６
８
８
〜
１
７
１
１
）
の
頃
に
は
品
川
辺

り
で
養
殖
が
は
じ
ま
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
深
川
浦
・
砂
村
の
海
苔
養
殖
の

開
始
は
、
江
戸
時
代
で
は
な
く
明
治
19
年

（
１
８
８
６
）
で
し
た
。
前
面
の
海
に
広
が
る

砂
洲
は
十
分
な
養
殖
環
境
を
備
え
て
い
た
こ

と
に
加
え
、
養
殖
を
試
み
よ
う
と
す
る
江
戸
時

代
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
で
す
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
す
が
、
江
戸
の

人
々
に
と
っ
て
生
産
・
娯
楽
な
ど
の
場
で
あ
っ

た
江
戸
前
の
海
は
、幕
府
に
と
っ
て
も
重
要
で
、

一
定
期
間
占
有
す
る
海
苔
養
殖
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

（
右
図
書
き
込
み
の
翻
刻
）

　上
か
ら
、玉
子
、玉
子
巻 

飯
ニ
海
苔
ヲ
交
へ
干
瓢
ヲ
入
ル
、海
苔
巻

 

干
瓢
ヲ
巻
込
、同
麁 

同
上
、ア
ナ
ゴ
、白
魚 

中
結
干
瓢
、刺
ミ 

刺
身
及

ビ
コ
ハ
ダ
等
ニ
ハ
飯
ノ
上
肉
ノ
下
ニ
山
葵
ヲ
入
ル
、コ
ハ
ダ

か
ん
ぴ
ょ
う

あ
ら

同
書（
部
分
）、寿
司
の
図
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今
の
私
た
ち
が
過
去
の
こ
と
を
振
り
返
る

際
、
古
文
書
や
古
地
図
な
ど
を
用
い
ま
す
が
、

明
治
時
代
以
降
、
新
た
な
技
術
と
し
て
取
り

入
ら
れ
た
写
真
は
、
特
に
視
覚
に
直
接
入
っ

て
く
る
と
い
う
意
味
で
効
果
的
な
資
料
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
今
回
取
り
上
げ
る
こ
の
写
真
は
、

「
黒
江
町
の
魚
市
場
」
と
題
さ
れ
、
大
正
15

年
（
１
９
２
６
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
深
川
区

史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
説
明
に

は
「
黒
江
町
の
電
車
停
車
場
の
南
側
歩
道
に

毎
日
午
過
ぎ
か
ら
魚
の
小
売
市
が
立
つ
。
こ

こ
で
は
築
地
の
市
場
か
ら
来
る
魚
も
扱
ふ
が

そ
れ
ら
と
混
っ
て
地
の
も
の
を
も
鬻ひ
さ

い
で
ゐ

る
。
不
動
の
縁
日
な
ど
に
夕
方
雑
沓
し
て
ゐ

る
中
を
縁
喜
も
の
を
さ
さ
げ
て
蛤
や
浅
蜊
や

シ
ジ
ミ
や

さ
て
は
カ

レ
イ
や
コ

チ
等
、
時

に
は
生
洲

に
泳
が
せ

て
ゐ
る
の

を
素
見
し

て
行
く
有

様
は
深
川

気
分
の
濃
厚
な
一
つ
の
場
面
と
見
受
け
ら
れ

る
。」
と
あ
り
、
深
川
区
の
南
西
部
が
漁
業

の
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

写
真
資
料
が
古
文
書
や
古
地
図
な
ど
と
異

な
る
の
は
、
写
真
を
撮
っ
た
人
な
ど
が
、
写

真
紙
焼
の
裏
側
に
日
付
や
場
所
な
ど
を
記
録

し
て
く
れ
な
い
と
、
撮
影
に
関
す
る
情
報
が

残
ら
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
黒
江

町
の
魚
市
場
」
は
『
深
川
区
史
』
の
口
絵
で

す
が
、『
深
川
区
史
』
は
大
正
11
年
に
深
川

区
史
編
纂
会
が
設
置
さ
れ
、
順
次
資
料
収
集

と
編
纂
作
業
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
翌
年
9
月
に
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
脱

稿
し
た
稿
本
な
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
同
14
年
1
月
か
ら
新
た
に
書

き
直
す
こ
と
と
な
り
、
付
図
や
写
真
な
ど
の

収
集
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
過
程
に
お
い

て
「
黒
江
町
の
魚
市
場
」
も
集
め
ら
れ
た
こ

と
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
写
真
は
果
た

し
て
い
つ
頃
の
写
真
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。写

真
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
何
点
か
文
字

が
確
認
出
来
る
も
の
が
写
っ
て
い
ま
す
。
ひ

と
つ
は
中
央
よ
り
や
や
左
側
に
あ
る
電
信
柱

の
広
告
「
キ
リ
ン
香
油
」
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
や
や
右
奥
に
も
う
一
つ
看
板
が
あ
り
、

拡
大
し
て
み
る
と
「
六
月
二
十
一
日
開
業　

小
風
銀
行
」
と
い
う
文
字
が
確
認
で
き
ま
す
。

こ
の
小
風
銀
行
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る

と
、
銀
行
図
書
館
の
「
銀
行
変
遷
史
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
か
ら
開
業
が
大
正
12
年
6
月
21
日

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
開
業
の
看
板

で
あ
る
と
い
う
性
質
上
、
何
年
も
放
置
さ
れ

て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

写
真
は
関
東
大
震
災
の
直
前
の
黒
江
町
を
撮

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

写
真
の
場
所
に
あ
た
る
黒
江
町
の
魚
市

場
は
、【
図
】
地
図
（
大
正
元
年
「
東
京
市

及
接
続
郡
部
地
籍
地
図
」）
の
「
加
賀
河
岸
」

に
あ
た
り
ま
す
。
大
き
な
道
が
二
つ
に
別
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在
の
永
代
通
り
と

葛
西
橋
通
り
に
あ
た
り
ま
す
。
両
方
の
道
に

路
面
電
車
が
通
っ
て
い
ま
す
が
、
写
真
に
う

つ
る
路
面
電
車
は
ち
ょ
う
ど
人
の
乗
り
降
り

が
確
認
で
き
、
こ
こ
が
電
停
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

こ
の
写
真
か
ら
は
、
色
々
な
こ
と
が
読
み

取
れ
ま
す
。
震
災
直
前
の
建
物
は
江
戸
時
代

以
来
の
木
造
建
築
と
近
代
に
登
場
す
る
看
板

建
築
が
両
方
見
ら
れ
ま
す
。
隅
田
川
東
岸
の

佐
賀
町
あ
た
り
は
倉
庫
業
を
中
心
に
金
融
業

な
ど
が
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
大
通
り

沿
い
に
看
板
建
築
が
見
ら
れ
る
の
は
、
街
の

近
代
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
魚
市
場
は
、
桶
や
板
な
ど

を
使
っ
て
露
店
を
設
置
し
て
、
皿
な
ど
の
上

に
魚
を
載
せ
て
い
ま
す
。
加
賀
河
岸
の
み
な

ら
ず
、
現
在
の
永
代
通
り
沿
い
ま
で
露
店
は

伸
び
て
い
て
、
魚
市
場
を
覗
い
て
い
る
の
は

男
性
が
多
く
、
か
な
り
の
人
が
当
時
流
行
は

じ
め
て
い
た
“
カ
ン
カ
ン
帽
”
を
か
ぶ
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
古
写
真
は
年
代
・
場

所
が
分
か
る
と
過
去
の
情
報
を
視
覚
的
に
把

握
で
き
う
る
重
要
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
の

で
す
。

（
深
川
東
京
モ
ダ
ン
館�

副
館
長　

龍
澤�

潤
）

黒江町の魚市場（『深川区史』）

黒江町の魚市場（拡大）【図】黒江町付近の地図

「
黒
江
町
の
魚
市
場
」を
読
む

―

視
覚
資
料
と
し
て
の
古
写
真―

―

視
覚
資
料
と
し
て
の
古
写
真―
「
黒
江
町
の
魚
市
場
」を
読
む
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今
回
か
ら
砂
町
地
域
の
村
を
紹
介
し
ま

す
。
小
名
木
川
以
南
の
地
域
の
村
々
は
、は
っ

き
り
と
し
た
成
立
年
が
定
か
で
な
い
村
も
あ

り
ま
す
が
、
元げ
ん

和な

〜
万ま
ん

治じ

年
間
（
１
６
１
５

〜
１
６
６
１
）
頃
ま
で
に
起
立
し
た
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
が
多
く
、
天て
ん
し
ょ
う正
18
年
（
１
５
９
０
）

以
降
に
小
名
木
川
が
開
削
さ
れ
、
北
岸
地
域

の
村
が
で
き
た
の
ち
、
開
発
に
着
手
さ
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

荻
新
田
開
発
の
言
説

そ
う
し
た
砂
町
地
域
の
新
田
村
の
中
で

も
、
比
較
的
早
い
時
期
に
開
発
さ
れ
た
の
が

荻
新
田
で
す
。『
砂
町
誌
』（
大
正
15
年
）
に

よ
る
と
、
大
和
国
（
奈
良
県
）
平
方
村
出
身

の
荻
氏
兄
弟
が
元
和
年
間
に
移
住
し
て
開
墾

を
行
い
、
そ
の
名
か
ら
荻
新
田
と
名
付
け
ら

れ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
こ
の
荻
新
田
の
開
発
に
は
も

う
一
つ
、
河
内
国
（
大
阪
府
東
部
）
枚ひ
ら
か
た方

の
荻
氏
兄
弟
が
慶
長
年
間
（
１
５
９
６
〜

１
６
１
５
）
に
移
住
し
て
開
拓
し
た
、
と
す

る
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
説
は
、『
城
東
区

史
稿
』（
昭
和
17
年
）
な
ど
の
主
要
な
自
治

体
史
に
も
記
さ
れ
て
い
る
説
で
す
が
、
そ
の

初
出
と
思
わ
れ
る
記
述
は
、『
南
葛
飾
郡
神

社
要
覧
』（
昭
和
7
）
に
み
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
説
を
聞
い
て
似
た
よ
う

な
話
を
思
い
出
し
ま
せ
ん
か
。
実
は
慶
長
説

は
以
前
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
た
大
島
地

区
の
「
平
方
村
」
と
酷
似
し
た
由
来
な
の
で

す
。
小
名
木
川
を
挟
ん
で
向
か
い
側
に
位
置

す
る
と
は
い
え
、
異
な
る
村
の
起
立
の
由
緒

が
、
同
じ
内
容
に
な
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
絶
対
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
一

つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、『
南
葛
飾
郡
神
社
要

覧
』
が
平
方
村
と
荻
新
田
を
取
り
違
え
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
慶
長

説
が
そ
の
ま
ま
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
い
ず
れ
の
説
か
を
確
定
す
る
確
実

な
史
料
が
な
い
こ
と
か
ら
、
断
定
は
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
荻
新
田
周
辺
の
村
の
多
く

が
寛
永
期
頃
の
成
立
で
あ
る
こ
と
と
、
後
述

す
る
上
妙
寺
の
歴
史
と
文
化
財
が
そ
の
答
え

の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

上
妙
寺
と
荻
氏

荻
新
田
の
成
立
に
深
く
関
わ
る
荻
氏
に

ま
つ
わ
る
由
緒
と
史
跡
が
残
る
の
が
上
妙
寺

（
東
砂
1
）
で
す
。
上
妙
寺
は
、
寛
永
2
年

（
１
６
２
５
）
に
開
創
さ
れ
た
と
さ
れ
る
日

蓮
宗
寺
院
で
、
荻
氏
が
そ
の
所
有
地
を
寄
進

し
、
開
山
日
財
上
人
を
招
い
て
建
立
し
た
も

の
と
い
わ
れ
ま
す
。

境
内
に
は
、
こ
の
荻
氏
の
墓
も
残
さ
れ
て

お
り
、「
荻
家
歴
代
墓
」
と
し
て
区
登
録
史

跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。
区
内
村
落
の
開
発
者

の
墓
地
が
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
事
例
は
珍

し
く
、
江
戸
時
代
以
来
の
江
東
区
の
歴
史
を

物
語
る
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

ま
た
、
上
妙
寺
は
江
戸
時
代
に
高
潮
被
害

を
受
け
た
際
、
境
内
か
ら
「
海
中
出
現
鬼
子

母
神
」
と
称
さ
れ
る
神
像
が
発
見
さ
れ
た
と

い
わ
れ
、
以
来
、
鬼
子
母
神
信
仰
の
地
と
し

て
村
内
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
の
人
々
に
も
信

仰
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
江
戸
市
中
か

ら
来
た
人
に
道
案
内
を
す
る
道
標
が
建
立
さ

れ
ま
す
。
現
存
し
て
い
る
の
は
神
田
小
柳
町

の
商
人
達
が
文
化
10
年
（
１
８
１
３
）
に
再

建
し
た
も
の
で
、
区
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。

墓
石
の
銘
文

と
こ
ろ
で
荻
氏
の
墓
石
に
は
、
最
も
古

い
年
代
で
「
最
善
院
宗
円
」「
寛
文
九
年
」

（
１
６
６
９
）
の
文
字
が
刻
ま
れ
、
荻
氏
初

代
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
前

提
で
開
発
年
代
を
考
え
る
と
、
慶
長
説
で
は

慶
長
20
年
（
１
６
１
５
）
と
し
て
も
、
荻
氏

が
没
し
た
の
は
、
か
な
り
の
高
齢
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
実
際
は
移
住
時
に
は
す
で
に

開
発
を
指
導
で
き
る
だ
け
の
経
験
を
積
ん
だ

年
齢
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
慶
長
説
に
は
や

や
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

以
上
か
ら
、
荻
新
田
の
開
発
は
元
和
説
の

方
が
比
較
的
自
然
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
本
考
察
も
推
論
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き

く
、
新
た
な
史
料
の
発
見
が
望
ま
れ
ま
す
。

妙
法
稲
荷
神
社

そ
の
他
の
荻
新
田
に
関
係
す
る
文
化
財
と

し
て
は
、
妙
法
稲
荷
神
社
の
「
石
造
鳥
居　

明
治
14
年
在
銘
」
が
あ
り
ま
す
。
鳥
居
の
銘

文
に
は
奉
納
者
と
し
て「
荻
新
田
」「
氏
子
中
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
荻
新
田
は
、
明
治
22

年
に
周
辺
村
と
合
併
し
て
、
砂
村
（
現
在
の

北
砂
・
東
砂
・
南
砂
）
と
な
り
ま
す
が
、
そ

れ
ま
で
は
江
戸
時
代
の
村
域
の
ま
ま
存
続
し

て
い
ま
し
た
。

妙
法
稲
荷
神
社
は
、『
葛
西
志
』（
文
政
４
年

〈
１
８
２
１
〉）
に
も
記
載
が
あ
る
江
戸
時
代

以
来
の
神
社
で
、
荻
新
田
の
鎮
守
と
し
て
祀

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
文
化
財
の
鳥
居
は
、
妙

法
稲
荷
が
近
代
以
降
も
村
の
鎮
守
と
し
て
地

域
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
証
し
で
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

斉
藤
照
徳
）

荻
新
田

荻
新
田

城
東
の
村
を
歩
く
⑦

城
東
の
村
を
歩
く
⑦

お
ぎ
し
ん
で
ん

鬼子母神道道標

石造鳥居
明治14年在銘
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武
家
は
、
武
士
の
家
柄
を
指
す
武
士
一
般

の
総
称
で
す
。
江
戸
時
代
で
は
、
将
軍
、
大

名
、
幕
臣
（
旗
本
・
御
家
人
）、
陪
臣
な
ど

が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
武
家
に
と
っ
て
、

学
問
や
文
芸
な
ど
の
教
養
は
武
芸
と
と
も
に

大
切
な
も
の
で
し
た
。
な
か
に
は
大
名
文
人

や
大
名
俳
人
な
ど
と
呼
ば
れ
、
当
時
の
文
芸

を
リ
ー
ド
す
る
人
た
ち
も
現
れ
ま
し
た
。

本
企
画
展
で
は
、
武
家
の
文
人
と
し
て
の

側
面
に
焦
点
を
あ
て
、
和
歌
・
俳
諧
・
絵
画

な
ど
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
豊
臣
秀
吉
の

子
、
秀
頼
筆
（
伝
）
の
色
紙
に
は
じ
ま
り
、

幕
末
の
三
舟
と
称
さ
れ
た
高
橋
泥で
い
し
ゅ
う
舟
の
句
短

冊
、
勝
海
舟
の
歌
短
冊
ま
で
、
江
戸
時
代
に

活
躍
し
た
武
家
の
作
品
で
す
。
作
品
か
ら
は
、

政
治
家
と
し
て
手
腕
を
ふ
る
っ
た
藩
主
や
幕

末
の
志
士
た
ち
の
、
文
人
と
し
て
の
一
面
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

主
な
展
示
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
里
村
紹じ
ょ
う
は巴

一
座　

賦ふ

何な
に

船ふ
ね

連
歌
断
簡
幅
」

【
写
真
①
】
は
、
文
禄
2
年
（
１
５
９
３
）

10
月
23
日
に
興
行
さ
れ
た
百
韻
の
初し
ょ

折お
り

22
句

が
貼
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
賦
物
連
歌
と
は
、

あ
ら
か
じ
め

設
定
さ
れ
た

事
物
の
名
な

ど
を
共
通
の

ル
ー
ル
で
詠

み
込
ん
で
作

句
す
る
連
歌

様
式
で
す
。

本
点
で
は
船
が
題
材
と
な
っ
て
い
ま
す
。
連れ

ん

衆じ
ゅ
は
、
和
歌
・
連
歌
作
者
で
肥
後
熊
本
藩
細

川
氏
の
祖
、
幽
斎
玄
旨
（
細
川
藤
孝
）
の
ほ

か
、紹
巴
な
ど
13
人
で
す
。紹
巴
は
連
歌
師
で
、

多
く
の
地
方
武
将
と
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。

「
真
田
菊き
く

貫つ
ら

筆
「
立
帰
」
句
短
冊
」【
写
真

②
】
の
作
者
は
、
信
濃
国
松
代
藩
6
代
藩
主
、

真
田
幸
弘
で
す
。
恩
田
木も

く工
を
起
用
し
て
藩

政
を
立
て
直
し
た
『
日
ひ
ぐ
ら
し
す
ず
り

暮
硯
』
が
有
名
で
す
。

俳
諧
は
蓼り
ょ
う
た太
門
、
和
歌
を
賀
茂
真
淵
、
平
林

惇あ
つ
の
ぶ信

に
学
び
ま
し
た
。

こ
の
他
大
名
の
作
品
と
し
て
、
出
羽
国
庄

内
7
代
藩
主
で
致ち

道ど
う

館
を
創
設
し
た
酒
井
忠

徳
（
凡
兆
）
の
句
短
冊
、
函
館
戦
争
で
功
績

を
挙
げ
た
陸
奥
国
弘
前
藩
最
後
の
藩
主
津
軽

承つ
ぐ
あ
き
ら

昭
の
歌
短
冊
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

「
松
平
定
信
筆
和
歌
画
賛
三
幅
対
」（
個
人

蔵
）【
写
真
③
】
は
初
公
開
資
料
。
鶴
沢
探

索
の
画
に
賛
が
定
信
筆
の
和
歌
で
す
。
松
平

定
信
は
、
陸
奥
白
河
藩
主
と
し
て
天
明
の
飢

饉
に
際
し
窮
民
の
救
済
に
あ
た
り
、
そ
の
後
、

老
中
首
座
に
な
り
寛
政
の
改
革
を
断
行
し
ま

し
た
。
政
治
家
と
し
て
の
定
信
は
よ
く
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
教
養
が
深
く
、
著
述

や
作
歌
も
多
く
あ
り
、
文
化
人
と
し
て
も
優

れ
た
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
特
に
、
ト
ピ
ッ
ク
展
示
と
し

て
「
大
名
俳
人
松
平
四し

山ざ
ん
（
直な
お
お
き興
）
所
蔵
の

句
空
宛
芭
蕉
書
簡
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま

し
た
。
当
記
念
館
は
、
故
真
鍋
儀
十
翁
の
俳

諧
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
贈
に
よ
っ
て
、
昭
和

56
年
に
開
館
し
ま
し
た
。
そ
の
真
鍋
翁
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
「
句
空
宛
芭
蕉
書
簡
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
簡
に
は
裏
書
が
あ
り

【
写
真
④
】、
孤こ

円え
ん

斎さ
い

と
い
う
人
物
の
所
蔵
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

実
は
こ

の
孤
円
斎

は
、
大
名
俳

人
と
し
て
知

ら
れ
た
出
雲

母も

り里
藩
1
万

石
の
第
8

代
藩
主
松
平
四
山
（
直
興
）
の
こ
と
な
の
で

す
。
母
里
藩
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
四
山
は
、

芭
蕉
の
真
蹟
に
関
心
を
寄
せ
、
古
器
物
の
蒐

集
に
も
熱
心

で
し
た
。
殊

に
瓢ひ
ょ
う
た
ん箪

は
、

芭
蕉
が
米
入

れ
に
し
た
と
い
う
四
山
の
瓢
な
ど
を
有
し
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
鍋
翁
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
に
も
、
同
じ
く
四
山
所
蔵
の
「
小
倉
山

瓢
箪
」
が
あ
り
ま
す
。【
写
真
⑤
】。

と
こ
ろ
で
、
当
館
で
は
、
平
成
11
年
、
俳

人
で
あ
り
俳
書
等
の
収
集
家
で
あ
る
神か
み

谷や

瓦が

人じ
ん

氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
入
手
し
ま
し
た
。

そ
の
１
０
０
０
点
を
越
え
る
資
料
群
の
中

に
、瓢
界
叟（
四
山
）の「「
打
水
や
」句
短
冊
」

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

今
、
１
７
０
年
の
時
を
経
て
、
か
つ
て
四

山
（
直
興
）
の
所
蔵
し
た
芭
蕉
書
簡
、
瓢
箪
、

そ
し
て
句
短
冊
が
、
こ
の
記
念
館
で
再
見
を

果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
芭
蕉
記
念
館　

問
合
せ
】

☎
０
３
（
３
６
３
１
）
１
４
４
８

写真①　賦何船連歌断簡幅（部分）

写真⑤　四山旧蔵小倉山瓢箪

写真④　句空宛芭蕉書簡裏書

江
東
区
芭
蕉
記
念
館
企
画
展

12
月
18
日（
木
）〜
4
月
19
日（
日
）ま
で

◆
武
家
の
文
人

◆
武
家
の
文
人

◆
俳
文
学
者
の
写
し
た『
お
く
の
ほ
そ
道
』

◆
俳
文
学
者
の
写
し
た『
お
く
の
ほ
そ
道
』

│

秀
頼
・
幽
斎
な
ど
か
ら
定
信
・
海
舟
ま
で
│

│

秀
頼
・
幽
斎
な
ど
か
ら
定
信
・
海
舟
ま
で
│

│

久
富
哲
雄
の
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
し
て
│

│

久
富
哲
雄
の
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
し
て
│

写
真
②　

真
田
菊
貫
句
短
冊

写
真
③　

松
平
定
信
筆
和
歌
画
賛
三
幅
対
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1
、
大
島
と
羅
漢
寺

都
営
新
宿
線
西
大
島
駅
交
差
点
近
く
に
、

か
つ
て
天て

ん

恩お
ん

山ざ
ん

五ご
ひ
ゃ
く百

羅ら

漢か
ん

寺じ

と
い
う
、
大
寺

院
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
も
同
じ
場
所
に
羅
漢
寺
が
あ
り
ま
す

が
、
現
在
の
お
寺
は
明
治
36
年
（
１
９
０
３
）

に
奥
多
摩
の
氷
川
か
ら
転
入
し
て
き
た
祥
安

寺
が
、
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
地
域
に
親

し
ま
れ
て
き
た
「
羅
漢
寺
」
の
寺
号
に
改
称

し
て
、
存
続
し
て
い
る
お
寺
で
す
。

元
禄
8
年
（
１
６
９
５
）
に
創
建
さ
れ
た

五
百
羅
漢
寺
に
は
、
５
３
６
体
の
羅
漢
像
が

堂
内
に
安
置
さ
れ
、
荘
厳
さ
を
誇
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
幕
末
の
安
政
の
大
地
震
で
堂

宇
が
倒
壊
し
、
多
く
の
羅
漢
像
が
破
損
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
の
嵐

を
経
て
、
大
島
で
の
羅
漢
寺
は
往
時
の
面
影

を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
は
明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
本

所
緑
町
（
墨
田
区
）
へ
、
さ
ら
に
同
41
年

（
１
９
０
８
）
下
目
黒
へ
移
転
し
ま
し
た
。

目
黒
不
動
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
る
五
百

羅
漢
寺
に
は
、
現
在
も
３
０
０
体
以
上
の

羅
漢
像
を
安
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

五
百
羅
漢
寺
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
3
体
の
羅

漢
像
と
絵
画
・
扁
額
な
ど
の
貴
重
な
寺
宝
を

お
借
り
し
、
特
別
企
画
展
と
し
て
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

2
、
展
示
の
概
要

最
初
の
コ
ー
ナ
ー
は
「
羅
漢
寺
の
周
辺
」

で
す
。
嘉
永
4
年
（
１
８
５
１
）
に
作
成

さ
れ
た
「
改
正
本
所
猿
江
亀
戸
辺
図
」
で

は
、
羅
漢
寺
境
内
の
本
堂
や
さ
ざ
え
堂
な
ど

を
絵
入
り
で
記
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
江
東

区
東
部
、
城
東
方
面
と
墨
田
区
東
部
が
入
っ

た
地
域
の
地
図
で
、
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
は
、
羅
漢
寺
と
亀
戸
天
満
宮
だ
け
で

す
。「
南
本
所
羅
漢
寺
よ
り
中
川
迄
」（
深
川

江
戸
資
料
館
蔵
）
と
い
う
肉
筆
の
絵
図
中
で

も
、
羅
漢
寺
は
境
内
地
を
赤
く
塗
り
こ
め
て

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
現
在

の
地
図
上
に
か
つ
て
の
境
内
地
を
落
と
し
た

図
も
展
示
し
ま
し
た
。
現
在
の
羅
漢
寺
、
東

側
の
古
書
店
、
コ
ン
ビ
ニ
、
城
東
保
健
相
談

所
、
江
東
都
税
事
務
所
、
フ
ァ
ミ
レ
ス
、
新

大
橋
通
り
、
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
含

ま
れ
ま
す
。
寺
の
周
囲
を
取
り
囲
ん
で
い
た

細
い
堀
川
は
、

今
も
道
路
と
し

て
残
っ
て
い
ま

す
。次

の
コ
ー

ナ
ー
は
「
帰
っ

て
き
た
羅
漢
さ

ま
」
で
す
。
こ

の
あ
た
り
か
ら

羅
漢
寺
か
ら
借
用
し
た
資
料
が
多
く
な
り
ま

す
。
ま
ず
は
羅
漢
像
の
製
作
者
で
あ
り
、
羅

漢
寺
を
興
し
た
松

し
ょ
う
う
ん雲

元げ
ん

慶け
い

禅
師
の
紹
介
で

す
。
彼
は
京
の
仏
師
で
、
鉄て
つ
げ
ん眼
禅
師
に
つ
い

て
黄お
う

檗ば
く
し
ゅ
う
宗
の
修
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
九
州

豊
前
の
耶や

ば馬
溪け
い
の
石
造
五
百
羅
漢
像
を
目
に

し
た
松
雲
は
、
木
造
で
の
五
百
羅
漢
像
の
製

作
を
決
意
し
ま
す
。
江
戸
に
下
り
元
禄
4
年

（
１
６
９
１
）
か
ら
製
作
を
開
始
し
て
10
年

間
に
５
３
６
体
の
羅
漢
像
を
彫
り
上
げ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
松
雲
禅
師
羅
漢
彫

像
図
」（
羅
漢
寺
蔵
）
は
伊い

藤と
う

晴せ
い

雨う

が
描
い

た
想
像
図
で
す
が
、
浅
草
蔵
前
の
豪
商
た
ち

の
後
援
も
あ
っ
て
、
浅
草
寺
境
内
に
工
房
を

構
え
て
彫
り
進
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
、
こ
の

こ
と
が
参
詣
の
人
々
へ
の
周
知
に
も
な
り
ま

し
た
。
や
が
て
、
こ
の
一
大
事
業
は
、
5
代

将
軍
徳
川
綱
吉
や
生
母
桂け
い

昌
し
ょ
う

院い
ん
の
知
る
所

と
な
り
（『
徳
川
実
紀
』
に
も
こ
の
2
人
が

別
の
日
に
浅
草
寺
に
参
詣
し
て
い
る
記
述
が

見
ら
れ
ま
す
）、
幕
府
の
後
押
し
を
受
け
て
、 梱包作業（羅漢寺にて）

か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま

平
成
26
年
度

　中
川
船
番
所
資
料
館
特
別
企
画
展

平
成
26
年
度

　中
川
船
番
所
資
料
館
特
別
企
画
展

ら

か
ん

か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま

ら

か
ん

　
中
川
船
番
所
資
料
館
で
は
10
月
22
日
〜
11
月
24
日
に
か
け
て
、
特
別
企
画
展
を
開
催

し
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま
」。
か
つ
て
江
戸
名
所
と

し
て
知
ら
れ
た
大
島
に
あ
っ
た
五
百
羅
漢
寺
の
歴
史
や
規
模
、
大
島
に
創
建
さ
れ
た
こ

と
の
背
景
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
企
画
で
、
現
在
目
黒
区
に
移
転
し
て
い
る
五
百

羅
漢
寺
の
全
面
的
な
ご
厚
意
の
も
と
で
、
３
体
の
羅
漢
像
を
も
借
用
し
、
観
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
テ
ー
マ
は
、
江
東
区
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
や
文
化
、
地
域
の
成
り
立
ち
と

変
遷
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
郷
土
資
料
館
と
し
て
事
業
展
開
し
て

き
た
本
資
料
館
に
と
っ
て
、
い
ず
れ
は
手
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
し
た
。

本
展
示
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
　

お
お
じ
ま

　
中
川
船
番
所
資
料
館
で
は
10
月
22
日
〜
11
月
24
日
に
か
け
て
、
特
別
企
画
展
を
開
催

し
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま
」。
か
つ
て
江
戸
名
所
と

し
て
知
ら
れ
た
大
島
に
あ
っ
た
五
百
羅
漢
寺
の
歴
史
や
規
模
、
大
島
に
創
建
さ
れ
た
こ

と
の
背
景
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
企
画
で
、
現
在
目
黒
区
に
移
転
し
て
い
る
五
百

羅
漢
寺
の
全
面
的
な
ご
厚
意
の
も
と
で
、
３
体
の
羅
漢
像
を
も
借
用
し
、
観
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
テ
ー
マ
は
、
江
東
区
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
や
文
化
、
地
域
の
成
り
立
ち
と

変
遷
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
郷
土
資
料
館
と
し
て
事
業
展
開
し
て

き
た
本
資
料
館
に
と
っ
て
、
い
ず
れ
は
手
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
し
た
。

本
展
示
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
　

お
お
じ
ま

江戸名所図会　五百羅漢寺（左面）
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大
島
村
に
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
羅

漢
寺
の
開
山
は
松
雲
禅
師
の
は
ず
で
す
が
、

彼
は
自
分
の
恩
師
で
あ
る
鉄
眼
禅
師
を
初
代

住
職=
開
山
に
し
ま
し
た
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
展
示
し
た
羅
漢
像
の

胎
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
書
に
、「
駒
込
近

江
屋
長
七　

西
岸
妙
方
信
女　

教
山
童
子　

梅
春
童
女
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
近
江
屋

の
商
売
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
主
人
の
長
七

が
、
先
だ
っ
た
自
分
の
妻
や
子
ど
も
の
冥
福

を
祈
っ
て
羅
漢
像
を
奉
納
し
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
当
時
の
人
々
、
貴
賤
に
関
わ
り
な

く
寄
付
を
し
た
人
の
思
い
の
こ
も
っ
た
羅
漢

像
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
江
戸
で
も
「
前
評
判
」

と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

次
は
い
よ
い
よ
羅
漢
像
の
展
示
で
す
。『
江

戸
名
所
図
会
』
に
収
め
ら
れ
た
「
五
百
羅
漢

堂
内
相
之
図
」
の
長
尺
な
絵
図
を
背
景
に
、

3
体
の
羅
漢
像
を
展
示
し
ま
し
た
。
羅
漢
は

釈
迦
の
教
え
を
高
い
レ
ベ
ル
ま
で
身
に
つ
け

た
尊
者
で
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
黄
檗

様
」
と
い
う
服
装
・
身
な
り
を
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
3
体
は
、
松
雲
禅
師
が
製
作
し
た
第

1
号
の
「
阿あ
に
ゃ
き
ょ
う

若
憍
陣じ
ん
そ
ん
じ
ゃ

如
尊
者
」、
入
浴
中
の

姿
で
水
を
湛
え
た
手
桶
を
携
え
た
「
思し

善ぜ
ん

識し
き

尊そ
ん
じ
ゃ者

」、
浅
野
内た
く
み
の
か
み

匠
頭
が
奉
納
し
た
「
威い

徳と
く

声し
ょ
う
そ
ん
じ
ゃ

尊
者
」
で
す
。
像
は
ヒ
ノ
キ
の
寄
木
造

り
で
、
首
や
胴
の
前
後
、
両
腕
な
ど
の
部
材

に
分
か
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
像
を
10
年
ほ
ど

の
間
に
作
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ

う
。
松
雲
禅
師
一
人
の
作
で
は
な
く
、
松
雲

を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
仏
師
の
集
団
に
よ
っ

て
、
分
業
体
制
で
製
作
さ
れ
た
と
み
る
べ
き

と
考
え
ま
す
。

合
わ
せ
て
展
示
し
た
、『
造
ぞ
う
り
ゅ
う立
寄き

進し
ん

者し
ゃ

簿ぼ

』

（
羅
漢
寺
蔵
）
に
は
「
浅
野
氏
長
矩　

内
匠

頭
侯
御
事　

同　

内
室　

浅
野
氏
長
広　

大

学
侯
御
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
赤
穂
事
件

が
起
こ
る
7
，
8
年
前
に
、
あ
の
内
匠
頭
が

奉
納
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
境
内
に
あ
っ
た
名
物
の
「
高
層

建
築
」、
さ
ざ
え
堂
の
入
り
口
に
掲
げ
ら
れ

て
い
た
扁
額
（
安
永
9
年　

１
７
８
０
）
や

羅
漢
寺
の
北
方
、
亀
戸
に
住
ん
で
い
た
歌
川

国
貞
（
3
代
豊
国
）
が
描
い
た
阿
弥
陀
如
来

像
の
版
木
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

最
後
の
コ
ー
ナ
ー
は
「
江
戸
の
名
所　

五
百
羅
漢
寺
」
で
す
。
葛
飾
北
斎
「
富ふ

嶽が
く

三
十
六
景　

五
百
ら
か
ん
寺
さ
ゞ
ゐ
ど
う
」

や
歌
川
広
重
「
名
所
江
戸
百
景　

五
百
羅
漢

さ
ゞ
ゐ
堂
」
を
は
じ
め
、
江
戸
名
所
だ
っ
た

羅
漢
寺
の
浮
世
絵
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
天
保
10
年
（
１
８
３
９
）
に
書

き
残
さ
れ
た
道
中
記
の
な
か
で
鹿
島
神
宮
や

香
取
神
社
方
面
を
参
詣
し
た
人
が
、「
本
庄

（
所
）
五
百
羅
か
ん
江
上
り
参
詣
つ
か
ま
つ

り
候
」
と
記
し
て
お
り
、
江
戸
を
訪
れ
た
人

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。
以
上

が
展
示
の
概
要
で
す
。

3
、
区
の
郷
土
資
料
館
と
し
て

羅
漢
寺
は
、
江
戸
を
代
表
す
る
名
所
と
し

て
知
ら
れ
、『
江
戸
名
所
図
会
』
の
紹
介
文

の
中
で
も
「
河か

東と
う

第
一
の
名め
い

藍ら
ん
」
と
謳
わ
れ

て
い
ま
す
。「
昔
の
ま
ま
に
大
島
に
あ
れ
ば

よ
か
っ
た
の
に
」、
と
い
っ
た
声
も
会
場
で

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
し
も
明
治

初
年
の
廃
仏
毀
釈
の
「
荒
波
」
を
潜
り
抜
け
、

大
島
で
存
続
し
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
堂

宇
や
羅
漢
像
は
70
年
前
の
戦
争
、
空
襲
で
灰

燼
に
帰
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

目
黒
に
移
っ
た
か
ら
こ
そ
残
す
こ
と
が
で

き
た
、
貴
重
な
羅
漢
像
で
す
。
ぜ
ひ
皆
様
も

目
黒
の
五
百
羅
漢
寺
へ
一
度
足
を
運
ば
れ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

期
間
中
は
2
０
６
５
人
の
来
館
者
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
特
別
企
画
展
の
実
績
と
し

て
は
過
去
最
高
で
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、

江
東
区
や
大
島
地
域
の
方
に
は
、
幾
分
な
じ

み
の
あ
る
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
昨
年
度
開
催

し
た
「
江
東
の
お
富
士
さ
ん
」
の
よ
う
な
世

界
遺
産
登
録
を
背
景
に
し
た
「
派
手
さ
」
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
大
島
村
に
創
建
さ
れ

た
羅
漢
寺
の
成
立
と
展
開
は
、
一
寺
院
の
歴

史
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
域

の
歴
史
を
知
る
う
え
で
、
不
可
欠
の
課
題
で

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
こ
そ
、
本
展
示
の

骨
格
が
あ
り
、
そ
れ
が
館
の
使
命
を
果
た
す

こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
区
の
歴
史
的
環
境
の
整
備
と
提
供

を
心
が
け
、
皆
様
に
「
江
東
区
っ
て
こ
う
い

う
ふ
う
に
し
て
で
き
た
ん
だ
！
」「
だ
か
ら

江
東
区
の
町
は
こ
う
な
っ
た
ん
だ
！
」
と
納

得
し
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
事
業
を
お
届

け
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

久
染
健
夫
）

展示風景

歌川国貞が描く阿弥陀如来像
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表　

紙

歌
川
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
　
永

代
橋
　
佃
し
ま
」
で
す
。
永
代
橋
の
橋

脚
の
向
こ
う
に
見
え
る
の
は
、
篝か
が
り
び火

を

焚
い
て
白
魚
を
獲
る
佃
島
の
船
の
一
部

で
す
。
画
に
は
、
白
魚
漁
の
風
景
と
停

泊
す
る
廻
船
、
奥
に
小
さ
く
佃
島
が
描

か
れ
、
そ
の
先
に
は
江
戸
前
の
海
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。

水
盤
は
、
社
寺
の
境
内
な
ど
に
置
か
れ
て

い
る
、
石
材
で
作
ら
れ
た
水
槽
で
す
。
神
社

を
参
拝
し
た
際
に
、
身
を
清
め
る
た
め
の
手

水
舎
（
て
み
ず
や
、
ち
ょ
う
ず
や
）
に
大
き

な
石
製
の
水
槽
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
柄
杓

が
並
べ
ら
れ
た
光
景
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
現
在
、
江
東
区
で
は
46

件
の
水
盤
を
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
、

1
件
を
指
定
有
形
文
化
財
（
工
芸
品
）
と
し

て
い
ま
す
。

様
々
な
意
匠
の
水
盤

水
盤
の
正
面
に
は
「
奉
納
」「
奉
献
」
な

ど
の
文
字
が
刻
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
正
面

や
背
面
な
ど
に
は
奉
納
し
た
年
月
や
奉
納
者

名
な
ど
が
刻
ま
れ
ま
す
。
な
か
に
は
意
匠
を

凝
ら
し
た
も
の
も
み
ら
れ
ま
す
。

亀か
め
い
ど戸
浅せ
ん

間げ
ん

神
社
（
亀
戸
9
）
の
水
盤
は
、

富
士
講
の
山や
ま

玉た
ま

講こ
う

が
寛か
ん
せ
い政
7
年
（
１
７
９
５
）

に
奉
納
し
た
も
の
で
、
正
面
に
は
「
奉
獻
」

の
二
字
と
と
も

に
山
型
の
模
様

と
「
玉
」
の
字

が
刻
ま
れ
て

お
り
、「
山
玉
」

と
読
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま

す
（
①
）。

大お
お
じ
ま島
稲
荷
神
社
（
大
島
5
）
の
水
盤
（
②
）

は
、
年
代
は
不
明
な
が
ら
江
戸
時
代
に
町
火

消
九
組
が
奉
納
し
た
も
の
で
、
本
体
を
支
え

る
台
石
は
纏
ま
と
いを

か
た
ど
っ
た
よ
う
な
形
を
し

て
い
ま
す
。
九
組
は
、

本
所
・
深
川
に
編
成

さ
れ
た
町
火
消
の
組

合
の
ひ
と
つ
で
、
深

川
猿さ
る

江え

町
・
上
大
島

町
・
下
大
島
町
辺
り

を
受
け
持
っ
て
い
ま

し
た
。

中ち
ゅ
う
お
う
じ

央
寺
（
南
み
な
み
す
な砂
4
）
の
水
盤
の
両
側
面
に

は
、
一
石
か
ら
彫
り
出
し
た
龍
の
飾
り
が
施

さ
れ
て
お
り
（
③
）、
水
を
か
け
る
と
生
き

生
き
と
し
た
感
じ
が
し
て
く
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

霊れ
い

巖が
ん

寺じ

（
白し
ら
か
わ河
1
）

に
は
多
数
の

水
盤
が
あ
り

ま
す
。
な
か

に
は
大
名
家
の
家

紋
が
み
ら
れ
る
も

の
が
あ
り
、
近お
う

江み

国
（
滋
賀
県
）
膳ぜ

所ぜ

藩
主
本
多
家
の

墓
前
に
あ
る
水
盤

の
正
面
に
は
本
多

立た
ち
あ
お
い葵
紋
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
ま
す
（
④
）。

江
戸
鋳い

も

じ
物
師
の
制
作
し
た
水
盤

富と
み
お
か岡

八
幡
宮
（
富
岡
1
）
の
境
内
に
あ
る

水
盤
は
、
現
在
も
手
水
舎
で
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
（
⑤
）。
享き
ょ
う
わ和
3
年
（
１
８
０
３
）
5

月
に
、
世
話
人
近

江
屋
藤
兵
衛
他
4

名
な
ど
を
は
じ
め
、

合
計
２
９
０
名
の

人
々
に
よ
っ
て
奉

納
さ
れ
た
も
の
で

す
。
石
製
の
水
盤

を
青
銅
板
が
包
ん

で
い
ま
す
が
、
外

見
か
ら
は
青
銅
板

の
継
ぎ
目
が
わ
か

ら
な
い
よ
う
に
仕

上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
下
部
の
四
隅

に
付
け
ら
れ
た
脚

に
は
渦
を
巻
い
た

雲
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
（
⑥
）。
作

者
は
神
田
の
鋳
物
師
太
田
駿す
る

河が

守
藤
原
正
義

（「
政
義
」「
正
儀
」「
政
吉
」
の
刻
銘
の
作
品

も
あ
り
）
で
す
。
こ
の
水
盤
は
、
江
戸
鋳
物

師
の
貴
重
な
作
例
で
あ
り
、
そ
の
技
術
を
現

代
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
江
東
区
の

有
形
文
化
財
（
工
芸
品
）
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

金
井
貴
司
）

2
階
左
奥
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
区
民

の
方
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
、
昔
の
生
活

道
具
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
1
カ
月
程
度
を

目
安
に
、
展
示
内
容
を
変
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
来
庁
の
際
は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

1
月
中
旬
か
ら
は
、
鷽う

そ

替
え
の
鷽
と
昭

和
（
戦
前
）
の
亀
戸
天
神
が
写
っ
た
絵
ハ
ガ

キ
を
展
示
す
る
予
定
で
す
。
鷽
替
え
は
、
毎

年
1
月
24
日
・
25
日
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
歴

史
的
に
は
文
政
3
年
（
１
８
２
０
）
に
始
ま

り
、
悪
事
を
善
事
に
変
え
る
と
の
い
わ
れ
が

あ
り
ま
す
（『
東
都
歳

事
記
』）。

写
真
を
見
る
と
、
社

殿
入
口
左
側
の
看
板
に

は
、
鷽
の
取
換
所
を
示

す
文
字
も
見
え
ま
す
。

お
楽
し
み
に
。

文
化
財
ま
め
知
識
３

江
東
区
内
の
水
盤

江
東
区
内
の
水
盤

す
い
す
い
ば
ん
ば
ん

情
報
コ
ー
ナ
ー
か
ら

①水盤　寛政７年在銘

④水盤　安政６年在銘

⑤銅造水盤　太田正義作

⑥正面左下の脚

②水盤　町火消九組奉納

③水盤　文久2年在銘


