
内
藤
新
宿

の
人
と
く
ら
し

十
八
世
紀
中
頃
の
絵
地
図
を
手
掛
か
り
に

増

田

廣

實

今

日
は
文
芸

学
会
だ
と

い
う
こ
と

で
、

一
年

に

一
遍

皆
さ

ん
の
そ
れ
ぞ

れ

の

ゼ

ミ
で

の
成

果
あ

る
発
表
を
次

々
さ
れ

て
お
り
ま
し
て
、

こ
ん
な
喜
ば

し

い
こ

と

は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
。

今

日
は
、

『内
藤

新
宿

の
人
と
く

ら
し
』
と

い
う

こ
と

で
題

を
設

定

し
ま
し

て
、
「
十

八
世
紀
中

頃

の
絵

地
図
を

手
掛

か
り

に
」
と

い
う
副
題

を
付
け

ま
し

た
。

そ
こ
で
、
私

は

一
番
最
初

に

「
現
在

の
副
都

心
新

宿

の
発
展

は
、

近
世
江

戸

の
西
側

の
出
入

口
と

し
て
甲
州
街
道

・
青
梅
街
道

の
分
岐
点

に
設
置

さ
れ
た

宿
場

「内
藤

新
宿
」

に
始

ま
る
。
今
見

る
こ
と

の
で
き
る
旧
名
主

「高

松
家
」

文
書
中

の

一
枚

の
絵
地

図
は
、
十
八
世
紀
中
頃
当

時

の
内
藤
新
宿

の
姿

を
語
り

か
け

て
く
れ

る
。
以
下
絵
地

図

の
歴
史
的
位
置
付

け
と
共

に
、

そ
こ
で

の
人
と

く

ら
し

の
様
子
を
見

る
こ
と

に
し
た

い
」
、
こ
ん
な
問
題
設
定

を
い
た
し
ま

し
た
。

皆

さ
ん

の
知

っ
て
い
る
新
宿

は
、
江
戸
時
代

に
内
藤
新
宿

と
言

わ
れ

て
い
ま

し
た
。

そ

の
内
藤
新
宿

に
は
、
甲
州
街
道
が
貫

い
て
お
り
ま

し
た
。

ま
た
現
在

の
新
宿

御
苑
と

い
う
場
所

は
、
江
戸
時
代
長

野
県

の
高
遠

と
い
う
と

こ
ろ

の
藩

主

で
あ

る
内
藤
家

の
下

屋
敷

だ

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

で
す

か
ら
こ
こ
が

内
藤
家

の
下
屋
敷

の
あ

る
場
所

と

い
う
こ
と

で

『内
藤
新
宿
』

と
呼

ん
だ

の
で
す
。

こ

れ
が
今

の
新

宿

の
前
身

で
す
。

現
在

の
新
宿

の
中
心

は
江
戸

時
代

の
内
藤
新
宿

に
比
較
す

る
と
、

西
に
寄

っ

て
お
り
ま
す
。

次

に
ど
ん
な
ふ
う

に
し
て
内

藤
新
宿
と

い
う
宿

場
が

で
き

て
き

た
か
と

い
う

こ
と
を
時

代
を
追

っ
て
み
た

い
と
思

い
ま
す
。

一
番
最

初
、
天
正
十

八
年

(
一
五
九
〇
)
徳

川
家

康
が
江
戸
城

に
入

っ
て
き

た
。

こ

の
時

に
内
藤
清
成

公
と

い
う
者

に
、
現
在

の
新
宿
御
苑

の
と
こ
ろ

に
屋

敷

地
を
与
え

た
の
で
す
。

そ

の
た

め
や
が

て
こ

の
地
域
を
内
藤
新
宿

と

い
う
ふ

う

に
呼
ぶ
よ
う

に
な

っ
て
く

る
わ
け

で
す
。

そ
し

て
、

こ
の
慶
長

五
年

く
エ
ハ
○
○
)

と

い
う
年

に
関

ヶ
原

の
戦

い
が
行

わ
れ
ま
し

て
、
徳
川
家
康

が
関

ヶ
原

の
戦

い
に
勝

ち
ま
す
と
、

こ
こ
か
ら
が
江

戸
時

代
、
江
戸
幕
府

に
よ
る
江
戸

の
政
治
が
始

ま

っ
て
く

る
わ
け

で
す
。
実
際

に
将

軍

に
な

る

の
は
こ
れ
か
ら

三
年

ほ
ど
後

で
す
が
、
ま
ず

そ

の
翌
年

の
慶
長

六
年

と

い
う
年

の

一
月
か
ら
東
海
道

の
宿

場
を
作

る

こ
と
を
開
始

し

て
お
り
ま
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す
。
そ

し
て
江

戸
を
中
心

に
五

つ
の
街
道
を
作

り
上
げ

て
い
く

こ
と
を
や
る
わ

け

で
す
。

そ

の
よ
う
に
し

て
、
宿
駅
制
度
が

開
始
さ

れ
て
き

て
、
東
海
道

品
川
宿

、
中

山
道
板
橋
宿
、

そ
れ

か
ら
奥
州

・
日
光
街
道

の
千

住
宿

や
、
甲
州
街
道
高
井

戸

宿
な
ど
が
、

こ

の
時
期

に
だ

ん
だ
ん
成
立

し
て
い
く
わ
け
な

の
で
す
。

ま
だ
こ

の
初

め
の
時
期

は
、
実

は
内
藤
新
宿

は
宿
場

で
は
な

い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が

、

江
戸
時
代

に
な
り
ま

し
て
、

だ
ん
だ

ん
江
戸
城
が

で
き

て
き

て
、

西

へ
西

へ
と

江
戸
が
広
が

り
を
見

せ
て
く

る
。

そ
し

て
や
が

て
こ

の
甲
州
街
道
沿

い
の
と

こ

ろ
も
だ

ん
だ
ん
町
場

に
な

っ
て
く
る
。
そ

し
て
、
寛
永

二
年

八

一
六

二
五
)

頃

に
な

っ
て
江

戸
城

の
外
堀
が
、
現

在

の
四
谷

か
ら
赤

坂

に
掛
け

て
作

ら
れ

て
い

き

ま
す
。

江
戸
城
が
外
堀

ま
で
広

が
り
、
外
堀

の
外

の
と

こ
ろ
に
四
谷

の
町

々

が

で
き
上
が

っ
て
く

る
と

い
う
ふ
う

に
し
て
、
江

戸

の
町
が
だ

ん
だ
ん
西

へ
発

展
を

し
て
く

る
わ
け

で
す
。

そ
し
て
ど
う

い
う

ふ
う

に
な

っ
た

か
と
い
う
と
、、
四
谷

の
内
藤

の
屋

敷

の
主

で
あ

る
内
藤

清
枚

(き

よ

か
ず
)
、

こ

の
人
が

元
禄

四
年

(
一
六
九

一
)
信

州

高
遠

の
藩

主

に
な

る
。
信
州
高

遠
と

い
う

の
は
甲
州
街
道

の

一
番
先

の
と

こ
ろ

に
あ

り
、
そ

こ
の
藩
主

に
な

っ
た
わ
け

で
す
。

そ
し
て
、
元
禄
十
年

か
ら
十

二
年

に
か
け

て
、
高
松
と

い
う
人
物

を
中
心
と

し
て
、

こ
こ

の
高
井
戸

と
日
本
橋

の
間
が

二
〇
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
も

あ
る
か
ら
、

そ

の
途

中

に
宿
場
を
作

り
た

い
と

い
う
願
書
が

出
さ
れ

て
、
幕
府

に
五
千

六
百

両

の
お
金

を
献
金
す

る
か
ら
宿
場
を
作

ら
せ
て
く
れ
と

い
う

こ
と
で
出
来

て
く

る

の
が

内
藤
新
宿

と

い
う
宿

場

で
あ

る
わ
け
で
す
。

そ
ん
な
ふ
う

に
し
て
内
藤

新
宿
が
出
来

ま
す
が
、
そ

の
後
享
保

三
年

(
一
七

一
八
)

に
、
内

藤
新

宿

は

一
時

宿
場

が
中

止

さ
れ
、
そ

し

て
更

に
明
和

九
年

(
一
七
七

二
)

に
宿
場
が

再
び

開

か
れ

て
、
明
治

五
年

(
一
八
七

二
)

ま

で
宿

場

と
し
て
続
く
と

い
う
、
歴
史

的
な
流
れ
と

な
る
わ
け

で
す
。

今

日
お
話
し
よ
う
と

し
て

い
る
内
藤
新
宿

の
町

の
様

子
と

い
う

の
は

い
つ
頃

の
話

か
と

い
う
と
、
大
体
享
保

三
年

に
廃
駅

に
な

っ
て
、
明
和
九
年

に
再
起

立

さ

れ
た
こ

の
間
、

で
す

か
ら

一
七
〇
〇
年
代

の
大
体

半
ぽ
ぐ
ら

い
の
時
期

を
対

象

に
し
て
、
表
題

に
掲
げ

ま
し
た

「
十

八
世
紀
中

頃

の
内
藤
新
宿
」

と

い
う
こ

と

に
な
る
わ
け

で
す
。

今

日
取

り
上
げ
ま
す
内
藤
新

宿

の
宿
駅
機
能

と
絵

地
図

に
は
下
宿

と
書

い
て

あ

り
ま
す
が
、

シ
モ

マ
チ
と
言

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が

、

こ
の
絵
地

図

の
こ
と

'
を

お
話

を

い
た
し

ま
す
。

そ

の
下
宿

(
シ
モ

マ
チ
)

と
は
、
内
藤
新
宿

の
甲
州
街
道

に
浴

っ
た
町
並
み

の
中

で
、

一
番
江
戸

に
近

い
と

こ
ろ
を
呼
び
、
真

ん
中

の
と

こ
ろ
が
中

町
、

一

番
江

戸
か
ら
遠

い
と
こ
ろ
、

い
わ
ゆ

る
京
都

に
近

い

一
番
西
側
が
上

町
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
今

日
お
話

す
る
絵
地
図

は
、

こ

の
下
町

の
絵
地
図

で
す
。

さ
て
、
宿
場
と

い
う

の
は
ど

ん
な
働
き

を
す
る
場
所

か
と

い
う

こ
と
を
ま
ず

申

し
上
げ

ま
す
と
、
宿

場
は
大
き

い
仕
事
が

二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
継
立
と
言

い
ま
し

て
、
問
屋
場

と

い
う
も

の
が
あ

っ
て
、
前

の
駅

か

ら
送
ら
れ

て
き

た
荷
物

を
、
馬
や
人
足

に
積

み
替

え
ま
し

て
、
次

の
宿

場
ま

で

送

る
と

い
う
仕
事

な

の
で
す
。
そ
れ
を
継
立

と
言

い
ま
す
。

そ
う

い
う
仕
事

は

誰
が

受
け
持

つ
か
と

い
う
と
、
宿
場

の
家
持

ち

の
人
達
が
人
馬
役

と
し

て
負
担

し
ま
す
。
そ

し
て
宿
内

の
人
馬

で
間

に
合

わ
な

い
時

は
ど
う
す

る
か
と

い
う
と
、

近

辺

の
村

々
に
馬

や
人

足
を
頼
む
、

そ
れ
が
助

郷
と

い
う
制
度

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ

か
ら
も
う

一
つ
宿
場

の
大
き

い
仕
事

は
、
旅
人
が
休

ん
だ
り
泊
ま

っ
た

り
す

る
宿
屋

や
茶
屋

な
ど
を
設
け

る
と
い
う
こ
と

で
す
。
本
陣

だ
と
か
、
旅
籠

屋
だ
と

か
い
う
も

の
が

あ
り
ま

し
て
、

そ
こ

で
お
客

さ
ん
を
泊

め
た
り
、
休

ま

せ
た
り
す

る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と

に
な
り
ま
す

と
、
当

然
と

い
う

か
、
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そ
こ

に
は

お
客
様

を
あ

し
ら
う
女
性
達

の
存

在
が
出

て
く
る
わ
け

で
す
。

そ
れ

が

飯
盛
り
女
と
呼
ば

れ
る
女
性
達
な

の
で
す
。
新
宿

は
非
常

に
飯
盛
り
女
が
多

か

っ
た
。

先
ほ
ど

の
お
話

を
思

い
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
と

お
分

か
り

に
な

る
と
思

い

ま
す
け
れ
ど
も
、
高
松

は
宿
場
を
許

可
し

て
く
れ
れ
ば

五
千
六
百
両

の
お
金

を

幕

府

に
献
金

(
い
わ
ゆ
る
政
治
献
金

で
す
ね
)
す

る
と
い
う

こ
と

で
認

め
ら

れ

た
。
そ

の
お
金

は
ど

こ
か
ら
入

っ
て
く
る

の
か
。

こ
れ

は
飯
盛
り
女
を
置

い
た

旅

籠
屋
、

こ
れ

を
飯

盛
り
旅
籠

と
言

い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う

い

っ
た
旅
籠
屋

が

女
性
を
置
く

こ
と

に
よ

っ
て
稼

い
だ
上
前
を

は
ね

て
、
そ
れ
を
幕
府

に
献
金

す
る
と

い
う
仕
組

み
が
そ

の
陰

に
隠

さ
れ

て
い
た
わ
け

で
す
。

で
す

か
ら
五
千

六
百
両
も

の
金

を
献
金

し

て
も
、
,
幕
府

か
ら
宿
場

と
し
て
認

め
ら
れ
れ
ば
、
高

松

達

は
十
分
採
算
が

合
う
と
考

え
た
わ
け

で
す
。

そ
ん
な
事
情
が
あ

の
当
時

は

宿

場
と

い
う
も

の
の
中

に
隠

さ
れ
て

い
る

の
で
す
。

そ
う

い
う

こ
と
か
ら
改

め
て
今

日
問
題

に
し
よ
う

と
す
る
地
図

の
こ
と
を
考

え

て
み
ま
す

と
、
実

は

こ
の
地

図

に
は
旅
籠
屋
が

一
軒

も
出

て
こ
な

い
の
で
す
。

本
陣
も
出

て
こ
な

い
。
ま
あ
本
陣

は
下
町
じ

ゃ
な

く
て
中
町

に
あ

っ
た
よ
う

で

す

か
ら
出

て
こ
な
く

て
も
当
然

で
す
け
れ
ど
も
、

い
わ
ゆ

る
こ
の
地

図
に
は
宿

場
と

し
て

の
性
格
を
示
す

よ
う
な
証

拠
が
何
も

な

い
と

い
う

こ
と

な

の
す
。

そ

の
こ
と
が
先

ほ
ど
言

っ
た
、
年
代

は
書

い
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、

こ

の
下
町

の

地
図

は
宿

場
で
な

か

っ
た
、
少

な
く
と
も
享
保

三
年

か
ら
明
和
九
年

の
、

一
七

〇
〇
年
代

の
前

半

の
時
期

の
地

図

で
あ

ろ
う

と
推
定

を
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
次

に
下
町

の
絵
地

図
を
見
ま

し

ょ
う
。

今

日
取

り
上
げ
ま
す
絵
地

図

の
略
図

は
ど

れ
か
と

い
う
と
、
上

の
絵

地
図
と

下

の
絵
地
図

な

の
で
す
。

(
図

1
)

こ
れ

は
二
枚

の
絵

地
図

で
あ
り

ま
す
が
、

実

は
本
来

は
上

の
絵
地

図

の
左

端
と
下

の
絵

地
図

の
右
端
と
が
続

い
た

一
枚

で

図 皿 酪内蔚駅 斎朗岑 『江戸名所図会1より
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す
。

こ
の
上

の
絵

地
図

の

一
番
右
側

の
と

こ
ろ
は
、
現
在

の
新
宿
御
苑

に
入
る

入
り

口
で
し
て
、
内

藤
家

の
正
門

の
位
置
が

こ
こ
な

の
で
す
。
そ

し
て
こ
こ

の

上
下

の
絵
地
図

の
繋

ぎ
目

の
と

こ
ろ
が

、
内
藤
家

の
中
門

に
な

っ
て
い
る

の
で

す
。
そ

の
こ
と
か
ら
下
町

の
位
置

と

い
う

の
が
明
確

に
な

っ
て
く

る
の
で
す
。

こ

の
地
図
を
見

て

い
た
だ
き

ま
す

と
、

一
番
上

の
と
こ
ろ

に
内
藤
新
宿

と

い

う
地
名
が
出

て
き

ま
し

て
、
そ

し
て
実

は
こ

の

一
軒

一
軒

の
上

の
と

こ
ろ
に
は

入
り

口
の
長
さ
が
書

い
て
あ

っ
て
、

そ

の
下

に
は
、

そ

の

一
軒

一
軒

の
家

の
家

主

の
名
前
が
出

て
く

る
。

そ
し

て
こ
こ

の
表
通
り

に
対

し
て
、
路
地
裏
側

に
も

通

り
が

あ

る
と

い
う
、

こ
う

い
う
形

で

い
ろ

い
ろ
な

こ
と
が
書

か
れ

て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

天
保

期

に
描

か
れ

た

『
江
戸
名
所

図
会
』

の
中

「
四
谷
内
藤
新

駅
」
と
題

し

た
絵

図

(
図
H
)
を
見

る
と
、
旅
籠
屋
が
描

か
れ

て
い
ま
す
。

そ

こ
に
は
遊
女

達
が

た
く
さ

ん
い
る
様

子
が

分

か
り

ま
す
。

そ
れ

か
ら
長
持

ち
を
担

い
で
行
く

人
が

お
り
ま
す

し
、
馬

に
乗

っ
て
三
度
笠

に
合

羽
を
着

た
旅

人
が

江
戸

の
方

に

進

ん
で
ま

い
り
ま
す
。

ま
た

「
味
噌
多

し
」

と
書

い
て
あ

る
お
味
噌

屋
さ

ん
の

看
板
が

こ
こ

に
出

て
い
た
り
な

ん
か
し
て
い
ま
す
し
、
右

の
と
こ
ろ
を
見
ま
す

と
、
荷
物

を
積

ん
だ
馬
が

入

っ
て
く

る
様

子
や
野
菜
な
ど

を
天

秤
棒

で
担

い
で

売

り
に
く
る
よ
う
な
人
達
が

居

る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

ち

ょ
う
ど
今
お
話

し
よ
う
と
し

て
い
る
絵

地
図
か
ら

は
七

・
八
十
年

か
ら
百

年
近
く
後

の
も

の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
内
藤
新

宿

の
町
は
、

こ
ん
な
様
子

だ

っ
た
こ
と
が
分

か
る
わ

け
で
す
。

さ
て
、
本

題

の
方

に
い
き

ま
し

ょ
う
。
内
藤
新
宿

下
宿
、

い
わ
ゆ
る
下
町

の

南
側

の
実
際

の
町

の
様
子

は
ど
う
だ

っ
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

こ
れ

は
こ

の
地
図
を
見

て

い
た
だ
く
と
分

か
り
ま
す
。

こ
の
番
号

の
な

い
白

地

の
部
分
が

地
面

で
す
。
番

号

の
つ
け

て
あ

る
部
分

と

い
う

の
は
何

か
と

い
う

と
建
物
、

屋
敷

・
土
蔵

な

の
で
す
。
そ

し
て
真

ん
中

の
9
0
番

の
は
何

か
と

い

う

と
、

こ
れ
は
町
番
所

と
言

い
ま
し

て
、
下

町

の
取

り
締

ま
り
を
す

る
た
め

の

番
屋

な

の
で
す
。
そ
し

て
、

こ

の
前

の
と

こ
ろ
の
通

り
が

甲
州
街
道

で
す
。

道

に
沿

っ
て
表

通
り
と
な

る
わ
け
で
す
。
そ
し

て
そ

の
通
り

の
後
ろ
側

の
と
こ
ろ
、

例
え
ぽ

2
4
番

か
ら
ず
ら
ず

ら
並
ん

で
い
る
の
は
長

屋
な

の
で
す
。

こ

の
長
屋

は
甲
州
街
道

か
ら
曲
が
り
、

2
2
番

な
ど

の
路
地

を
入
り
ま
す
と
、
棟
割

り
長

屋
が
並

ん
で

い
る
わ
け

で
す
。

で
す
か
ら
、

こ
の
町

の
姿

と

い
う

の
は
、

甲
州

街
道

に
沿

っ
た
表
通
り

の
商
店
街

と
、
そ

こ
か
ら
路

地
を
そ
れ
ぞ
れ
入

っ
た
路

地
裏
側

の
長
屋

に
よ

っ
て
町
が
作

ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

こ

の
家

数
を
勘
定

し
て
み
ま
す
と
、
全
部

で
百
五
十

五
軒
あ

り
ま
す
。
そ

の
う

ち
表

通

り

は
六
十

一
軒

(
番
所

一
軒
を
含

む
)

の
家
が
あ
り

ま
し
て
、
そ

し
て
路
地
裏

の
と

こ
ろ
に
は
九
十
四
軒

の
家
が
あ

る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、

こ

の
表
通
り

六
十

一
軒

の
家

の
内

1
1

・
5
2
番
な
ど

五
軒
が
空

き
家
な

の
で
す

ね
。
特

に
、
路

地
裏

の
九
十

四
軒

の
内

、
長
屋
が

八
十

六
軒
が

あ

る
の
で
す

け

れ
ど
も
、

こ

の
八
十
六
軒

の
長
屋

の
内

二
十
四
軒
、
大
体

二
八
%
ぐ
ら

い
が
空

き
家
な

の
で
す
。

こ
れ

は
ど

ん
な
こ
と
を
意
味

し
て

い
る

の
か
と

い
う

と
、
先

程
も
申

し
上
げ

た
通
り
、

こ

の
絵

地
図
が
作
ら

れ
た

の
は
内
藤
新
宿
が
宿

場

で
な
か

っ
た
衰
退

期

で
あ

っ・
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
と
思

う

の
で
す
。

そ

ん
な

こ
と

か
ら
も
こ

の
内
藤
新
宿

は
、

こ
の
絵
地
図

で
見

る
十
八
世
紀

の

半
ば

の
時
期

に
は
か
な
り
衰
退

し
、

に
ぎ

や
か
さ
が
失

わ
れ
て

い
た
様
子
が
見

ら
れ

る
わ
け

で
す
。

で
は
次

に
町

の
様

子
は
ど
ん
な

ふ
う

だ

っ
た
か
と

い
う

こ

と
で
、

こ
の
町

の
人
達

の
身
分
も
追

っ
て
み
た

い
と
思
う

の
で
す
。

土
地
持
ち

で
あ

る
地
主
と
、
家
持

ち
で
あ
る
家
主
、

そ
れ
と
土
地
や
家
を
持

っ
て

い
る
人

に
代

わ

っ
て
、
そ

の
土
地

や
家

を
管
理
す

る
大
家

さ
ん
達
が
中
心
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と
な

っ
て
町

(宿
)

を
支
配

し
て

い
る

の
で
す
。

そ

の
大
家
さ

ん
達

は
ど

こ

に

、住

ん
で
い
る
か
と

い
う
と
、

2

・
1
2

・
4
7
番

や
1
2
0

・
1
7
0
番

の
よ

う

に
大
体

甲
州

街
道

に
面

し
た
表

通
り

に
住

ん
で

い
る
。

こ
れ

に
対

し
て
地
主

は
、
例

え
ぽ

一
番
右

の
と
こ
ろ
を
見

る
と
、

A
と

い
う

の
は
不
在

地
主

で
す
。

B
も

不
在

地
主
、

そ
れ

か
ら

一
番
端

に
な
り
ま
す
が
、
H
も

不
在

地
主
な

の
で

す
。

そ
し

て
C
や

E
は
、

大
家
さ

ん
で
す
。

例
え
ぽ

、
あ

の
A

の
土
地
は
誰
が
持

っ
て
い
る
か
と

い
う
と
、

こ
れ

は
不
在

地
主
と
は
言

い
ま
す
け
れ
ど
、

4
8
番

で
す
。

こ
れ

は
お
医
者

さ

ん
な

の
で
す
。

4
8
番
が
地
主

に
な

っ
て
お
り

ま
す

か
ら
、
完
全
な

不
在

と

い
う
わ
け

で
は
あ

り
ま

せ
ん
。

全
部

を
見
ま
す
と
地
主
が

十
四
軒
、

そ
し

て
そ

の
地
主
達

の
内

八

軒

は
町

に
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

六
軒

は

こ
の
町
に
住

ん

で
い
な

い
、
他
所

の
町

の
人
達
が

地
主

に
な

っ
て
い
る
様

子
が
分

か
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時

に
、
大
家

は
十
軒
あ

る

の
で
す
。
十
軒
あ

り
ま
す
け

れ
ど

も
、
そ

の
内

の
C

.
E

.
1

三

軒

は
町

に
住

ん
で
い
な

い
大
家
さ

ん
達

な

の
で
す
。

そ
う

い
う

こ
と
か
ら
分

か
り
ま
す

よ
う
に
、
と

に
か
く
家

や
地
所
を
持

っ
て

い
る
地
主
と
、

そ
れ
に
家
や
土
地

の
管

理
を
任
さ
れ

て
い
る
大
家
さ

ん
達
が

ま

ず

町

の
中
心

に
な

っ
て

い
て
、
そ

し
て
そ

の
下

に
地
借

り
と
言

い
ま

し
て
地
所

を
借
り

て
い
る
人
や
、
そ
れ

か
ら
店
借

り
と
言

い
ま
し
て
長
屋
を
借

り
て
住

ん

で
い
る
人
達
が

沢
山

い
て
町

は
成

り
立

っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
地
借

り
や
店

借

つ

の
人
達

の
大
部
分

は
ど

こ
に
住
ん

で
い
る
か
と

い
う
と
長
屋
住

ま

い
で
あ

る

こ
と
が
分

か
り
ま
す
が
、

こ

の
地
借
り
や
店
借

り

の
こ
と

は
こ
こ
に
出

て
き
ま

せ
ん
か
ら
、
あ
ま

り
正
確

な
数
字
を
把
握
す

る

こ
と

は
出
来

ま
せ
ん
。
そ
れ

か

ら
大

き

い
地
主
達

は
ど

こ

に
住

ん
で
い
る
か
と

い
う
と
、
あ

の
5
8
番
と

6
2

番

、
6
5
番

は
表
通

り

に
確

か
に
住

ん
で

い
ま
す
。
特

に
5
8
番
と
6

2
番

は

表

通
り

に
住

ん
で

い
る
け
れ
ど
も
地
所
が

広

い
で
す

ね
。

今

世

江

戸

市

并

之

圖

図 皿 今世江戸耕 の図(大齣 の蘇 ・町翻)翻ll顎 『近世風俗志』より
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そ
れ

か
ら
あ

と

の
大
部
分

の
地
主
達

は
裏

側

に
住

ん
で

い
る
。
例
え
ぽ

1
0

0
番

の
地
主
な
ど

は
、
大
変
広

い
鉤
型

の
家

を
作

っ
て
住

ん

で
お
り
ま
す
。

で

す

か
ら
あ
そ

こ
の

一
角

は
多
分

9
4
番

か
ら
9
9
番
ま

で

の
長
屋
は
、
あ

の
1

0
0
番

の
地
主
が
持

っ
て

い
る

に
違

い
な

い
し
、

ひ
ょ

っ
と
す
る
と
8
6
番

か

ら

9
3
番

ま

で
の
表
通

り

の
店

の
地
所
も
持

っ
て

い
る

か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

例

え
ば

1
0

0
番

は
あ

ん
な

大
き

い
家

に
住

ん

で

い
て
、
土
蔵

(
1

0

1

番
)
も

ち
ゃ
ん
と
持

っ
て
い
る

の
で
す
。
例
え
ぽ

6
3
番
は
、

6
2
番

の
家

の

土
蔵
、

5
8
番

の
家

の
土
蔵

は
6
1
番

の
も

の
だ

と

い
う
こ
と
も
分

か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
右
側

の
方

の
1

7
番
と

い
う

の
が
あ
り
ま
す
が

、
こ

の
1
7
番

は
実

は
紀

州

の
徳
川
家

に
出
入
り
し

て
い
る
植
木

屋
さ

ん
で
す
。

で
す

か
ら
、

た
だ

植
木

屋
と

は
書

い
て
な
く

て
、
「
御
植
木

屋
」
と
書

い
て
あ

る

の
で
す
が
、
あ

の
1
8
番

の
土
蔵
も

1
7
番

の
植
木
屋
さ

ん
が
持

っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま

す
。で

す

か
ら
、

そ
う

い
う

こ
と
か
ら
す

る
と
、
江

戸

の
端

に
あ

る
内
藤
新

宿
は

や

は
り
江
戸

の
町
と
同
じ

よ
う

に
、
家

主
や
大
家

を
中

心
と
し

て
、
多
数

の
長

屋

の
人
達

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
様
子
が
分

か
り
ま
す
。

そ
う

い

っ
た
家

の
様

子
を
見

る
こ
と
が

で
き

る
資
料
が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
は

天
保

期
以
後

の
様
子

を
描

い
た

『近
世
風
俗

志
』
と

い
う
本

か
ら
取

っ
た
絵

で

す
。

こ

の
上

の
絵

(
図

m
)

は
、
「
今
世
江

戸
市
井

の
図
」

と
書

い

て
あ

り

ま

す
が
、

こ
う

い

っ
た
二
階
建

て
の
お
店
屋

さ
ん
が

あ

る
。

そ
し
て
こ
こ

の
小
路

に
張

り
出

し
た
部
分

は
何

か
と

い
う
と
、

こ
れ
が

町
番
所
な

の
で
す
。

こ
う

い

う
大
き

い
お
家

の
道

の
角

の
と
こ
ろ

に
あ

る

の
で
す
。

さ

っ
き
絵

地
図

で
見
た
も

の
も

そ
う

で
し
た
。
路

地

の
入
り

口
の
と
こ
ろ

に

9
0
番
だ

っ
た
か
と
思

い
ま
す
け

れ
ど
も
町
番
所
が
あ

り
ま
し
た
。
だ

か
ら
、

こ
ん
な
風
な
表
通

り

の
様
子
だ

っ
た
こ
と
が
、

こ
の
図
か
ら
想
像

で
き

ま
す
。

図IV中 二階岷 の宅(櫃 中二齷 の八百屋)喜 釧 顎r近 世風俗志亅より
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そ
れ
か
ら

こ
の
下
側

の
図

(
図

W
)

で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
八
百
屋

さ
ん

な

の
で
す
。

二
階

に
物

干
し
台
が
あ

っ
て
、
上
は
瓦
葺
き

で
は
な
く

て
、

い
わ

こ
け
ら
ぶ
き

ゆ

る
板

葺
き

(柿
葺
)

な

の
で
す
。

ト

ソ
ト

ン
葺
き
な
ど

と
言
わ
れ

る
も

の
で

す
。

で
す
か
ら
、
表
通

り

の
家
も
必
ず

し
も
瓦
葺
き
ば

か
り
で
は
な
く

て
、

こ

ん
な
家

も
あ
り
、

八
百
屋

さ
ん

の
店
先

な
ど
と

い
う

の
は
こ
ん
な
感
じ

で
、
左

側

の
壁

の
と

こ
ろ
に
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る

の
は
、

こ
れ

は
草
鞋

、
草
鞋
な
ど
も

八
百
屋

さ

ん
が
売

っ
て

い
る
様
子
が

こ

の
図
か
ら
分

か
り
ま
す
。
内
藤
新
宿

の

町
も
多

分

こ
ん
な
姿

を
し
て

い
た

の
だ

ろ
う
と
思

い
ま
す
。

ま
た
家

々
の
大
き

さ
を
見

て
み
ま
す

と
、
次

の
よ
う

な
こ
と

に
な
り
ま
す
。

こ
れ
も
同
じ
本

か
ら
取

っ
た

こ
の
絵

図

(
図
V
)
を
見

て
下
さ

る
と
、

こ
こ

に
表

間

口
二
間
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。

二
間
と

い
う

の
は
三

・
六
層
、
奥
行
き

が

四
間

の
家
な

の
で
す
。

そ
う
し
ま
す

と
、

こ
の
大
き

い
通

り

に
沿

っ
て
、

ま

ず

お
店

屋
が
あ

っ
て
、
自

分
達

の
住

ん
で

い
る
台
所
、
中

の
問
が
あ

っ
て
、

一

番
奥

に
竈

(
ヘ
ッ
ツ
イ
)
、
庭
が
あ

っ
て
、

こ
こ

に
簡

単
な
座
敷

が

あ

る
。
後

の
部
分

、

「
前
栽
」

と
書

い
て
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
小

さ

い
庭

で
す
。

そ
う

い
う
家

が
大
体
表
通

り

の
家
だ
と

い
う
こ
と
が
分

か
り

ま
す
。

そ
れ

か
ら
路

地

裏

は
ど
う
な

っ
て

い
る
か
と

い
う

と
、

い
わ
ゆ

る
長
屋

の

ス
タ
イ

ル
で
す
。

だ

か
ら
長
屋

の

ス
タ
イ

ル
と

い
う

の
は
、

例
え
ば

左
側
中
央

の
家

の
よ
う

に
、
住

ま

い
と
店
先
が

ち

ょ

っ
と
あ

っ
て
、

入
り

口
が
あ

る
だ

け

の
住
ま

い
だ

と
い
う

こ
と
が

分

か
り

ま
す
。

で
す
か
ら
、
表
通

り

の
こ
う

い

っ
た
間

口
二
間
ぐ
ら

い

の
家

は
、
新
宿

の
絵

地

図
を
見
ま
す

と
沢

山
出

て
来

る
の
で
す
。

そ
し

て
も
う

一
つ
、
も
う
ち

ょ

っ
と
大
き

い
家

に
な

る
と
ど
う

か
と

い
う

と
、

こ
れ

は
間

口
四

・
五
問
と

い
う
家

で
す
。
(
図

刷
)
店

が
あ

っ
て
、
格

子
間
が

あ

っ
て
、
ち

ょ
っ
と
し
た
見
世
庭
が
あ

っ
て
、

こ
こ
か
ら
ず

っ
と
裏

へ
抜

け
ら

丶

劫剞跚靤創塒静励畷硴調融俵㎎枦V図抽剞鵬馳削腑静粉齣伍昭糊臥殉中図

、
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つ
い

れ
る
よ
う
な
構
造

に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し

て
こ
の
内
庭
が

通

っ
て
、
衝

た
て立

な
ど
が

あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ

こ

の
奥

に
井
戸
物
置

な
ど
が

あ

っ
て
、
土

蔵
が
後

ろ

に
あ

る
。

そ
し

て
家

の
店

の
中

に
は
中

の
間
が
あ

っ
て
、
台
所
と
座

敷
が
あ

っ
て
、
奥

に
庭
が
あ

る
と

い
う

よ
う

な
構

造
を
持

っ
て

い
る
。

で
は
こ
ん
な
家

々
は
実
際

に
あ

っ
た
の
か
。

も
う

一
回
絵
地

図
を
見

て
み
ま

す

と
、

か
な
り
具
体
的

に
分

か
る

の
で
す
。

1
番

、
2
番
、

3
番

、
4
番
、

5

番
辺

り

の
家
が
、

こ
れ
が

さ

っ
き
出

て
き

た
間

口
二
間
と

い
う

と
こ
ろ

で
す
。

間

口
二
間

で
、
奥
行
き
が

四
間

の
家
が
ず

っ
と
こ
こ

に
並

ん
で
い
る

の
で
す
。

そ
れ

か
ら
間

ロ
四

・
五
間

と

い
う
大
き

い
家

と

い
う

の
は
、

こ
れ
が

い
い
例

な

の
で
す
。

1
7
0
番
、

こ
れ
は
真
四
角

の
四
間

×
四
間

で
す
。

こ

の
家
は
足

袋
屋
さ

ん
な

の
で
す
け
れ
ど

も
、

こ
う

い
う
家
が
今

出

て
き

た
大
き

い
方

で
す
。

そ

し
て
6
2
番

、

5
8
番

は
、

さ
ら

に
大
き

く
四
間

×
7
間

の
家

で
す
。

で
す

か
ら
、

こ
れ

で
見

る
限

り
は
表
通
り

に
は

一
間
半

か
ら

四
間

ぐ
ら

い
の

家

々
が
並

ん
で

い
て
、
そ

し
て
間

口
が

二
間

と

い
う
家

が
実

は
二
十

四
軒

も
あ

り
、
表
通

り

の
六
〇
軒

の
四
〇

パ
ー

セ
ン
ト
を
占

め

て
い
ま
す
。

そ
し
て
平
均

二

・
二
五
間

ぐ
ら

い
、

い
わ
ゆ

る

二
間
ち

ょ

っ
と
ぐ
ら

い
の
も

の
が
平
均
値

に

な

る
と
思

い
ま
す
。

と

こ
ろ
が
路

地
裏

は
ど
う

な

っ
て

い
る
か
と

い
う
こ
と

で
す
け

れ
ど

も
、
路

地
裏

は
、

八
十

六
軒

あ

る
長
屋

は
間

口
が

一
問

か
ら
、

一
番
大
き

い

の
で
四
間

な

の
で
す
。

そ
れ

で
平
均
的

に
は
二
間

×
二
間
な

の
で
す
。

二
間

×
二
間
で
す

か
ら
ど

ん
な
こ
と

に
な

る
か
と
い
う
と
、
ほ
ぼ
真

四
角

に
書

か
れ

て
い
る
。

こ

こ

の
八

六
軒
中

六
六
軒
が
、

二
間

×

二
間

の
家

々
で
あ

り
、
約
七
七

パ
ー

セ
ン

ト
が

こ
れ

で
占

め
ら
れ

て
い
ま
す
。

そ
う
し

た
中

で
は
9
9
番

は
目
立

っ
て
大

き

い
家

で
す
。

こ
れ
は
長
屋
を

二
軒

ぶ
ち
抜

い
て
し
ま

い
、

二
間

×
四
間

の
家

な

の
で
す
。

こ
れ
は
何
を
や

っ
て
い
る
か
と

い
う

と
、
寺

子
屋
な

の
で
す
。

で

す
か
ら
、
寺

子
屋

な
ど
と

い
う

の
は
路

地

の
奥

の
と

こ
ろ
に
あ

っ
て
、
決

し
て

表

通
り

に
は
な
か

っ
た
様
子
が
分

か

っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

最
後

の
と

こ
ろ
で
、

で
は
町

の
人
達

の
生
活

は
ど
う

い
う
こ
と

に
な

っ
て

い

る
か
と

い
う

こ
と
を
話

し
た

い
と
思

い
ま
す
。

町

の
人
達

の
生
業

を
調

べ
て
整
理

し
ま
す
と
、
次

の
よ
う
な
商

家
が
多

い
こ

と
が
わ

か
り

ま
す
。
①

古
鍋
だ
と

か
古
着

を
売
買
す

る
古
物
商
。
②

食

べ
物

に

関

わ

っ
て
い
る
家

々
。
③

職
人
だ

と
か
、
物

を
作

る
仕
事

に
携

わ
る
家

々
。
④ぬ

か

八
百
屋
さ

ん
。

そ
れ
に
皆
さ

ん
に
は
耳
慣

れ
な

い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
⑤
糠

や屋

と
言

い
ま

し
て
、
米
糠

を
売

っ
て
い
る
家

々
で
す
。
何

で
米
糠

を
売

っ
て
い

る

の
か
。
米
糠
と

い
う

の
は
、
実

は
畑

の
肥
料

に
す

る
の
で
す
。
糠

屋
は
肥
料

商

な

の
で
す
。

今

、
特

に
注
意

し
た

い
の
は
、

こ
の
緑
色

の
八
百
屋
さ

ん
と
畑

の
肥
料

に
す

る
糠

屋
さ

ん
と
が
、

こ

の
新

宿

の
町

に
か
な
り

の
数
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
す
。

こ
れ
は
何
を
物
語

っ
て

い
る
か
と

い
う

と
、

さ

っ
き
見

た
よ
う

に
馬

の
背

に
野

菜

を
積

ん

で
新
宿

の
町
に
売

り

に
来

た
農
民
達

は
、
帰
り

に
畑

の
肥
料

に
す

る

糠

を
糠

屋

で
買

っ
て
帰

っ
た
。
そ

の
時

に
、
多
摩

地
方

か
ら
出

て
き
た
農
民
達

は
、
自

分
達
が
必
要
な
古
着

や
古
金
も

こ
こ
で
買

い
、
簡
単

な
食
事

を
こ

こ
の

食

べ
物

屋

で
し

て
、
帰

っ
て
行
く
姿
を
、

こ

の
絵

地
図

か
ら
読

み
と
る
こ
と
が

で
き

る

の
で
す
。

町

の
町
入

の
生
業
を
数
的

に
見

て
み
ま
す

と
、
表

通
り

五
十

五
軒
あ

る
う
ち

地
主
が

四
軒
、
大
家
が

八
軒

、
そ
れ

か
ら
糠
屋
が

七
軒
、
古
着
屋
が

四
軒
、
古

金
屋
が

三
軒
、
古
道
具
屋
が

二
軒
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
食

べ
物
関
係

で
は
、

た
ぽ

こ
屋

・
豆
腐
屋

・
煮
売

屋

・
餅
屋

・
う
ど

ん
屋
な
ど

は
各

二
軒
あ

り
ま
す

し
、

水
菓

子
屋

・
酒
屋

・
煮

豆
屋

・
醤
油
屋

・
干
魚

屋

・
青
物
売

り

・
粉
屋
な

ど

は
各

一
軒

で
す
。
そ

れ
か
ら
桶

屋

・
股
引
屋
各

二
軒
、
股
引

と
い
う

の
は
下
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着

で
す
。

そ
れ
か
ら
足
袋
屋

・
絹

屋

・
指
物
屋

・
提
灯

屋

・
桝
屋

な
ど
が

各

一

軒
あ
り
、

こ
う

い
う

よ
う

な
店

々
が
並

ん
で

い
る
様

子
が
分

か
る
わ
け

で
す
。

そ
れ

か
ら
更

に
路
地
裏

の
状
況
を
見

て
み
る
と
、
家
数

は
六
十

二
軒
あ
り
ま

す
け

れ
ど
も
、
六
十

二
軒

の
内
大
家
が

二
軒
、
青
物

屋
が

二
十

三
軒

、
旦

雇
五

軒
、
古
金

買

二
軒

(
こ
れ
は
屑
屋
さ

ん
で
す
ね
)
、
古
物
屋
が

一
軒
。
飴
売
り

.

塩
売

り
が

各

二
軒
、
膏
薬
売

り
だ
と

か
本
屋
が

各

一
軒
、

そ
れ
か
ら
た
ぽ

こ
屋

が

二
軒

、
た
ば

こ
屋

と
言

い
ま

し
て
も

こ
れ
は
刻

み
た
ぽ

こ
を
作

っ
て
い
る
よ

う

な
職

人
だ
ろ
う

と
思

い
ま
す
。
大

工
が

三
軒
、
左
官

・
屋
根

屋

.
米

つ
き

.

足
袋

・
股
引
、

い
か
け
屋
と
言

い
ま
し
て
、
壊
れ

た
金
属

を
繋

ぎ
合
わ

せ
る
仕

事

を
し
た
り
、
鍋

な
ど
を
直
す

よ
う

な
仕

事
を
す

る
職

人
や
塗

り
屋
が
各

一
軒

、

そ

の
ほ
か
に
は
豆
腐

屋

・
粉
屋
だ

と
か
も
各

一
軒
あ

り
ま
す
。

こ
れ

は
い
ず

れ

は
り

い

も
小
さ

い
商
人

や
職

人
た
ち

で
す
。

そ
し

て
更

に
そ

の
他

に
は
鍼
医

(あ

ん
ま

さ

ん
)
が

二
軒

あ

っ
た
り
、
寺

子
屋

の
師
匠
が

い
た
り
し

て
い
ま
す
。

そ

の
よ
う
に
裏

長
屋

に
住

ん
で

い
る
人

々
は
、

地
主

を
除
け
ぽ
大
部

分

の
者

が
廓
醜
鳧

と
呼
ば

れ

る
よ
う

な
、
小
さ

い
商
売

を
し
な
が
ら
細

々
と
し
た
生
業

を
営

み
暮

ら
し

て
い
る
者

た
ち
で
あ

る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

こ

の
う
ち

二
十

三
軒
も
あ

る
八
百
屋
さ

ん
は
、

さ

っ
き
も
言

い
ま
し
た

よ
う

に
、

住
ま

い
と

お

店
を
合

せ
て
も

二
間

×
二
間

、

い
わ
ゆ

る
八
畳
く
ら

い
の
広

さ
し
か
な

い
家

で

商

い
を
し
た
り
ま

た
行
商

を
し
た
り

し
て
お
り
、
そ
う

し
た
八
百
屋

に
代
表

さ

れ

る
よ
う
な
人

々
の
暮

ら
す
長
屋
が
、

八
十
何
軒
並

ん
で
い
る
状
況
が
裏
長
屋

で

の
生
活
実
態

で
あ

っ
た
わ
け

で
す
。

い
わ
ゆ

る
表
通

り
と
路
地
裏
と

は
、

住
む
人
も
商
売
も

、
そ
し

て
彼
ら

の
暮

ら
し
も
、
雲
泥

の
差

を
持

っ
て
出
来
上
が

っ
て
い
る
こ
と
が

分

か

っ
て
く

る
わ

け

で
す
。

最
後

に
結
論

め

い
た
こ
と
を
申

し
ま
す
と
、
近
世

江
戸

の
膨
張

と
発

展
と
と

も

に
、
東

の
方

か
ら
江

戸
が

ど

ん
ど

ん
西

へ
西

へ
と
発
展

し
て
く
る
と
、
そ

れ

に

つ
れ

て
、
西
郊

の
地
域
は
次
第

に
江
戸

の
町

の

一
部

と
な
り
、
や
が

て
町
奉

行

の
支
配
地

に
組

み
込
ま
れ

て
町

に
変

っ
て

い
き
ま

し
た
。
内
藤

新
宿
も
ま

た

甲
州
道
中

の
宿
場

の

一
つ
と

し
て
西

の
多

摩
地
域
と
、
東

の
江

戸
と

の
関

わ
り

の
中

で
発
展

し
た

の
で
す
が
、
間
も

な
く
宿
場

の
廃
止

の
憂

き
目
を

み
て
衰
退

の
時
期
を
迎

え
ま
し
た
。

し
か
し
、

十
八
世
紀
中
頃

の
新
宿

の
姿

は
、

こ

の

一

枚

の
絵
地

図
か
ら
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
依
然
と

し
て
江
戸

と
多
摩
地
域

と

の
接

点

に
あ

っ
た

の
で
し
た
。
当
時

も
ま
た
内
藤
多
摩
地

域

の
人

々
の
生
活

の
延

長

の
中

に
あ

る
と
同
時

に
江
戸

の
場
末

、
多
摩

の
花

の
お
江
戸

の
入

り

口
と
し

て

位
置
付
き

、
そ
れ
を
反
映

し
た
こ
こ

の
人

々
の
暮

ら
し
が
あ

っ
た
の
で
す
。

し

か
し
、

そ
れ
は
た
だ
東

の
華

や
か
な
江
戸
と
、
多
摩

地
域

の
田
舎

と
を
繋

ぐ
役

割
だ

け
を
を
担
う
も

の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ

こ
で
は
、
表
通

り

に
住

む
人
達

と
裏
通
り

に
住

む
人
達

、
表
通

り

の
家
持

ち
や
地
所
持

ち
と
、
路
地
裏

の
長
屋
住
ま

い
の
人

々
と

の
対
照
的
な
暮

ら
し
が

あ

っ
た
の
で
し
た
。

我

々
歴
史
を
勉
強
す

る
者

は
、

二

つ
の
視

点
が

必
要

で
す
。

一
つ
は
そ

の
時

代

は
ど
う
だ

っ
た

の
か
と
言
う
視
点

で
あ

り
、
も
う

一
つ
は
そ
れ
を
現
在
と
比

較

し
た
ら
ど

ん
な
こ
と
が

見
え

る
だ

ろ
う
か
と

い
う
視
点

で
す
。

お

よ
そ
皆

さ

ん
方
は
現
在
華

や
か
な
新
宿

の
町
、
あ

の
高

層
ビ

ル
に
囲
ま
れ
た
新
宿

の
町
並

み

の
中

か
ら
、

こ

の
江
戸
時
代

の
裏

長
屋
住
ま

い
の
人
達

の
生
活
な
ど

は
想
像

す

る
こ
と
が

出
来

な

い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、

現
在

と

て
も
、
新
宿

の

町

㊨
表
通

り
と
は
ま

た
違

っ
た
裏

通
り

の
姿
も
あ

る
こ
と
を
わ
す
れ

て
は

い
け

ま

せ
ん
。

そ
う

い
う

こ
と

で
見

て

い
き
ま
す
と
、

こ

の

一
枚

の
絵
地

図
は
何

を

語

っ
て
く

れ

て
い
る

か
、
十

八
世
紀

の
半

ば

の
内
藤

新
宿

と

い
う

一
地
域

の

人

々
の
暮

ら
し
を

こ
の
絵

地
図

の
検
討

の
中

で
浮

か
び
上
が
ら

せ
る
こ
と
が
出

来

や
し
な

い
か
と
私

は
考

・兄
た

の
で
す
。
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私
は

こ
の
絵

地
図

に
最

初
宿
場

と

い
う
こ
と

で
関
心

を
持

ち
ま

し
た
。

こ

の

高
松

家

の
絵
地

図

の
存

在
は
以
前

か
ら
知

っ
て
お
り

ま
し
た
。
し

か
し
、
今

回

改

め
て

こ
の
絵
地
図

を
み
ま
し

て
、
今

日
お
話
し

し
ま

し
た
よ
う
な
様

々
な
点

に

つ
い
て
知

る
こ
と
が

で
き
ま
し

た
。

歴
史
な
ど
と

い
う

の
は
皆
さ

ん
に
縁
遠

い
も

の
と
思

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が

、
歴
史

は
皆

さ
ん

の
身

の
回
り

に

常

に
あ

り
ま
す
。

い
わ
ゆ

る
歴
史
と

は
、
特

別
な
人
が
特
別

な
こ
と
を
や

っ
た

こ
と

で
は
な
く

て
、
我

々
の
祖

先
が
ど

ん
な
ふ
う

に
暮
ら
し

て
き

て
、
我

々
に

ど

の
よ
う
に
繋

が

っ
て
い
る
か
と

い
う

こ
と
を
考

え
る

こ
と

で
あ

る
と
す
る
な

ら
ぽ
、
我

々
の
身

の
回
り

に
沢

山

の
歴
史
が
積

み
重

ね
ら
れ

て
今

日
を
生

み
出

し

て
い
る
と
言
え
る
わ
け

で
す
。

ど
う
ぞ
皆
さ

ん
も

、
今

日

こ
ん
な

お
話

を
し

ま
し

た
け
れ

ど
も
、
機
会
が
あ

っ
た
ら
回
り

に
目
を
向

け

て
み
て
、
歴
史

の
流

れ

に
関
心
を
持

っ
て

い
た
だ
く

こ
と
も
大
切
な

こ
と

と
思

い
ま
す
。

非
常

に
端
折

っ
て
、
駆
け
足

で
お
話

を
し
ま

し
た
の
で
、
皆
さ

ん
に
は
あ

ま

り
面
白
く
な

か

っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が

、
お
付
合

い
頂

き
ど
う
も
あ
り
が

と

う

ご
ざ

い
ま

し
た
。

(
平
成
十
年

一
二
月

八
日
、
第

三
十

三
回
文
芸
学

会
講
演

よ
り
)

平
成
十
年
度

文
芸
学
会

①

十

二
月
八

日

(火
)

於

茅

ヶ
崎
市
市

民
文
化
会
館
小

ホ
ー

ル

(研
究

発
表
)

一
、

W

・
ニ
ュ
ー

ス
番
組

の
キ

ャ

ス
タ
ー
に

つ
い
て
の
調
査

と
研
究

二
年

佐
藤

ゼ
、・・

加
藤

ヒ
ト
ミ

・
原

田
奈

津
子

・
平
野
恭

子

二
、
文
庫

市
場

に
お
け

る
幻

冬
舎

文
庫

の
参

入

二
年

飯
野

ゼ
ミ

川
島
知
子

・
木
村
真
由

子

三
、
時
代

に
翻
弄
さ
れ

た

『白

雪
姫
』

二
年

中
島
信
子

ゼ
ミ

上
村

麻
子

・
大
崎
篤

子

・
皆
川
瑠
美

四
、
少
年
犯
罪

と
少
年
法
改
正

二
年

中
島
善

範

ゼ
ミ

鈴
木

ま
ゆ

み

・
長
谷

川
涼

子

・
永
野
陽

子

ゼ

ミ
紹
介

二
年

全
ゼ

ミ
ナ
ー

ル

五
、
ジ

ェ
ン
ダ

ー

フ
リ

ー
の
現
状
-
歌

詞
・
映
画

・化
粧

か
ら

の
分
析

二
年

井
上

ゼ

、・・

奥
脇
真
紀

子

・
国
井
咲
枝

・
米

山
敦
子

(講
演
)

「内
藤
新
宿
の
人
と
く
ら
し
1
十
八
世
紀
の
絵
地
図
を
手
掛
か
り
に
」

本
学
教
授

増
田
廣
實

先
生
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