
「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

市
場
の
定
着

◇
法
華
大
将

〔
前
号
の
最
終
項
の
続
き
〕

ま
た
一
向
宗
と
並
ん
で
、
天
文
法
華
の
乱
（
一

五
三
六
）
で
代
表
さ
れ
る
法
華
宗
と
天
台
宗
の
新

旧
の
宗
教
観
の
相
違
を
原
因
と
す
る
内
戦
が
有
名

で
あ
る
。
叡
山
の
衆
徒
が
洛
中
の
法
華
寺
二
十
一

寺
を
襲
撃
し
た
内
戦
の
理
由
は
、
叡
山
で
代
表
さ

れ
る
古
代
以
来
の
荘
園
経
済
を
根
底
か
ら
破
壊
し

か
ね
な
く
な
っ
た
商
工
業
者
の
登
場
で
あ
り
、
よ

り
具
体
的
に
は
銭
遣
い
経
済
の
発
達
で
あ
っ
た
。

か
い

当
時
の
京
都
は
「
洛
中
皆
法
華
」
と
い
わ
れ
た

く
ら
い
に
、
商
工
業
者
が
銭
遣
い
を
活
動
の
中
心

と
す
る
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
争
乱
の
実
態
は
各
種

ほ
っ
け

の
商
工
業
者
を
代
表
し
た
町
衆
の
頭
目
が
、「
法
華

た
い
し
ょ
う

大
将
」
と
し
て
旧
勢
力
と
の
武
力
闘
争
の
先
頭
に

立
っ
て
戦
っ
た
。
後
に
京
都
の
商
工
業
を
代
表
し

た
後
藤
・
角
倉
・
本
阿
弥
な
ど
の
活
躍
は
い
ま
だ

に
語
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
「
乱
」
は
多
勢
に
無
勢
で
法
華
側
が

敗
北
し
て
泉
州
堺
に
総
退
却
す
る
。
し
か
し
堺
は

海
外
貿
易
の
最
大
の
湊
で
あ
り
、
始
め
は
日
明
貿

易
、
つ
い
で
朝
鮮
・
沖
縄
と
の
通
交
、
そ
し
て
ル

ソ
ン
で
代
表
さ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
基
地

「
江
戸
名
所
図
会
」
の
〔
八
見
橋
〕
中
の
銭
瓶
橋
付
近
の
部
分
図
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と
し
て
の
地
位
を
着
々
と
し
て
築
い
て

い
た
都
市
で
あ
る
。
こ
の
都
市
と
法
華

＝
銭
遣
い
経
済
と
の
結
合
は
自
然
的
で

な

や
し
ゅ
う

も
あ
り
、
や
が
て
納
屋
衆
に
よ
る
堺
の

町
政
が
実
施
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い

っ
た
。

◇
本
阿
弥
光
悦

現
在
は
本
阿
弥
光
悦
と
い
え
ば
、
江

戸
時
代
初
期
の
書
跡
・
絵
画
・
漆
工
・

陶
芸
な
ど
の
工
芸
活
動
の
中
心
人
物
と

し
て
有
名
で
あ
る
。
光
悦
は
い
わ
ゆ
る

琳
派
と
呼
ば
れ
る
傾
向
の
制
作
活
動
の

祖
と
さ
れ
、
そ
の
作
品
群
は
ほ
と
ん
ど

絶
え
間
な
く
美
術
展
・
展
覧
会
な
ど
で

紹
介
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
彼
が

法
華
大
将
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
。

今
で
も
上
京
区
小
川
今
出
川
上
ル
西

側
実
相
寺
町
に
は
「
本
阿
彌
光
悦
旧
宅

址
」
の
表
示
が
あ
る
が
、
そ
の
場
所
は

室
町
時
代
の
応
仁
の
乱
当
時
に
は
、
西

軍
側
の
本
陣
で
あ
る
「
西
陣
」
の
一
郭

と
い
う
よ
り
中
心
だ
っ
た
場
所
で
あ

る
。
こ
の
旧
宅
址
の
さ
ら
に
北
側
に
は

法
華
宗
の
寺
と
し
て
京
都
で
最
初
に
起

立
し
た
妙
顕
寺
、
堀
川
通
り
を
挟
ん
で

同
じ
法
華
の
本
法
寺
の
巨
大
寺
院
が
あ

る
。
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
大
寺
に
挟
ま

れ
て
今
日
庵
（
裏
千
家
）・
不
審
庵
（
表

千
家
）と
い
う
茶
道
の
中
心
地
も
あ
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
光
悦
は
こ
の
本
法
寺
の

父
祖
以
来
の
大
檀
那
と
し
て
、
ま
た
法

華
大
将
と
し
て
法
華
信
心
の
傭
兵
隊
を

指
揮
し
て
戦
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
織
田
信
長
は

上
洛
の
都
度
、
法
華
宗
の
大
寺
に
宿
泊

す
る
の
を
例
と
し
た
。
終
焉
の
際
の
寺

は
有
名
な
本
能
寺
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ

な
り
に
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
法

華
の
寺
に
限
ら
ず
有
力
寺
院
は
す
べ
て

堅
固
な
城
郭
で
も
あ
り
、
信
長
に
と
っ

て
は
気
の
許
せ
る
《
銭
遣
い
経
済
派
》

の
根
拠
地
が
法
華
寺
で
あ
っ
た
。
ま
た

信
長
と
茶
道
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の

茶
の
宗
匠
た
ち
は
「
皆
法
華
」
で
あ
っ

た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
後
継
者
秀
吉
に
も
引
き

継
が
れ
、
功
労
の
あ
っ
た
者
に
与
え
る

最
上
位
の
賜
物
は
所
領
で
は
な
く
、
太

刀
や
馬
に
代
わ
っ
て
茶
器
で
あ
り
茶
会

開
催
権
で
あ
っ
た
。
信
長
も
秀
吉
も
恩

賞
の
た
め
に
限
ら
れ
た
土
地
に
代
わ
る

新
し
い
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
に
必
死

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
阿
弥
を
京
都
か
ら
所
払
い

（
追
放
）
を
し
た
の
が
家
康
だ
っ
た
。元

和
元
年
（
一
六
一
五
）
つ
ま
り
豊
臣
を

絶
滅
さ
せ
た
年
に
、
秀
吉
が
築
い
た
京

都
を
区
切
る
土
居
の
北
西
外
の
鷹
ヶ
峰

に
、光
悦
一
族
の
移
転
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
時
点
に
な
る
と
か
つ
て
の
法
華
大

将
の
勇
猛
さ
は
影
を
潜
め
て
い
た
の
で

あ
る
。

◇
楽
市
楽
座

こ
こ
で
ふ
た
た
び
時
代
を
遡
っ
て
、

近
江
と
武
蔵
の
「
市
場
」
の
違
い
を
検

証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

史
書
に
は
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年

六
月
、
後
に
安
土
城
と
な
る
場
所
に
あ

っ
た
観
音
寺
城
城
主
・
六
角
氏
が
そ
の

城
下
町
に
楽
市
令
を
出
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
あ
ま
り
は
っ

き
り
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
と

き
か
ら
約
三
十
年
後
の
永
禄
十
一
（
一

五
六
八
）
年
九
月
に
、
織
田
信
長
が
自

分
の
領
土
内
の
美
濃
加
納
の
市
場
に
対

し
て
最
初
に
楽
市
楽
座
令
を
布
告
し
た

と
さ
れ
る
。

「
さ
れ
る
」と
い
う
の
は
美
濃
加
納
だ

け
で
は
な
く
、
他
の
場
所
の
市
場
に
対

し
て
も
布
告
し
た
の
だ
が
、
そ
の
布
告

を
証
明
す
る
文
書
類
が
確
認
さ
れ
な
い

た
め
で
の
「
さ
れ
る
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
制
札
を
文
字
で
再
現
す
る
と
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

定

こ
し
い
の
や
か
ら

一

当
市
場
越
居
之
輩

分
国
往
還

わ
ず
ら
い

な
ら
び
に

煩

有
へ
か
ら
す

并
借
銭

借
米

さ
か
り
銭

敷
地
年

か
ど

貢
門
な
ミ
諸
役
免
許
せ
し
め

お
わ
ん
ぬ

訖

譜
代
相
伝
の
者
た
り
と

い
ろ
ん

い
ふ
と
も

遺
乱
す
へ
か
ら
さ

る
事

一

楽
市
楽
座
之
上

諸
商
売
す
へ

き
事

ろ
う
ぜ
き

一

を
し
か
ひ
（
押
し
買
い
）
狼
藉

つ
か
い
り

喧
嘩
口
論
使
入
へ
か
ら
す

并

や
ど宿
を
と
り
非
分
申
か
く
へ
か
ら

さ
る
事

い

は
い
の
や
か
ら
は

右
条
々

於
い
て
違
背
之
族
者

せ
い
ば
い
く
わ
え
べ
き

よ
っ
て
げ
ち
く
だ
ん
の
ご
と
し

可
加
成
敗
者
也

仍
下
知
如
件

永
禄
十
一
年
九
月

日
（
花
押
）

武
蔵
の
場
合
は
こ
れ
よ
り
十
年
遅
れ

た
天
正
六
（
一
五
七
八
）
年
九
月
二
十

九
日
に
、
小
田
原
の
北
條
氏
政
が
世
田

谷
新
宿
（
東
京
都
世
田
谷
区
）
宛
に
、

楽
市
令
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は

い
ち
ろ
く

一
六
の
六
斎
市
で
あ
っ
た
（
以
上
の
文

書
は『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
刊
）

の
「
楽
市
楽
座
」
の
項
の
図
版
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
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こ
こ
で
改
め
て
こ
の
辞
典
の
「
楽
市

楽
座
」
の
説
明
を
要
約
し
て
紹
介
す
る

と
、「

楽
市
と
は
市
座
が
設
け
ら
れ
て
い

な
い
無
座
の
市
場
」
だ
と
い
う
前
提

で
、
�
十
五
〜
十
六
世
紀
に
民
衆
の

手
で
門
前
町
な
ど
の
地
方
市
場
に
形

成
さ
れ
た
も
の
。
�
そ
の
ほ
か
に
�

の
よ
う
に
社
会
的
に
楽
市
の
機
能
を

認
め
ら
れ
た
も
の
。
�
信
長
な
ど
が

市
場
の
荒
廃
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に

出
し
た
保
護
規
定
と
見
ら
れ
る
も
の

な
ど
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
い
ず

れ
に
も
共
通
的
な
こ
と
と
し
て
、

〈１〉
守
護
不
入
権
・
課
税
免
除
権
を

保
証
。
〈２〉
市
場
住
人
は
関
銭
・
渡

し
賃
免
除
を
含
む
自
由
通
行
権
を
保

証
。
〈３〉
市
場
内
で
は
市
場
外
で
の

債
権
・
債
務
関
係
は
消
滅
さ
せ
る
こ

と
。
〈４〉
市
場
内
の
座
の
設
定
、座
公

事
の
徴
収
を
禁
じ
る
こ
と
。
〈５〉
逃

亡
奴
隷
・
犯
罪
人
は
市
場
住
人
に
な

る
と
、
そ
の
追
及
を
ま
ぬ
が
れ
る
。

ま
た
市
場
内
に
武
家
が
居
住
す
る
こ

と
を
禁
じ
た
。
〈６〉
市
場
内
で
は
徳

政
令
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
〈７〉
市

場
外
の
敵
味
方
の
関
係
は
解
消
す

る
。誰
で
も
平
等
で
あ
る
。
〈８〉
市
場

内
で
は
縁
座
・
連
座
は
否
定
さ
れ

た
。」と
具
体
的
な
事
項
を
列
挙
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
規
定
は
、
本
来
は
武
蔵
・
鷲

宮
の
「
市
場
之
祭
文
」
の
場
合
の
よ
う

に
、「
楽
座
」
と
は
俗
界
の
支
配
者
が

定
め
た
も
の
で
は
な
く
、「
神
仏
」（
つ

ま
り
自
然
発
生
的
に
）
が
定
め
給
う
規

定
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
俗
界
の
領
主
が

そ
れ
を
保
証
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
た

こ
と
は
、
市
場
そ
の
も
の
が
俗
権
力
の

体
制
下
に
入
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。

い
い
か
え
る
と
武
蔵
の
「
市
場
之
祭

文
」
の
場
合
の
《
市
場
の
自
由
度
》
は

自
然
発
生
的
で
あ
り
、
関
西
の
、
と
い

う
よ
り
も
信
長
の
領
内
で
は
、
そ
の
自

然
発
生
的
市
場
の
あ
り
よ
う
を
信
長
が

保
障
す
る
形
、
つ
ま
り
自
由
で
あ
る
べ

き
市
場
に
、
領
主
権
力
が
裏
打
ち
を
し

た
の
が
「
天
下
布
武
」
の
前
提
に
な
っ

た
「
楽
市
」
の
「
公
認
」
だ
っ
た
。
一

言
で
い
え
ば
近
江
と
武
蔵
の
場
合
と
で

は
対
極
の
《
市
場
原
理
》
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

◇
商
工
業
者
の
定
着

ま
た
戦
国
時
代
を
終
焉
さ
せ
る
大
き

な
力
に
な
っ
た
も
の
の
一
つ
に
、
商
工

業
者
の
巡
回
が
増
加
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
具
体
的
に
は
天
文
十
二
（
一
五
四

二
）
年
の
鉄
炮
伝
来
を
契
機
と
し
て
、

多
く
の
商
人
や
職
人
の
同
業
・
同
職
の

自
衛
的
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
圏

を
巡
回
し
始
め
た
時
期
（
十
六
世
紀
中

葉
）
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
西
行
法
師
で

代
表
さ
れ
る
風
雅
を
目
的
と
し
た
回
国

や
、
宗
教
的
目
的
の
旅
行
者
と
は
大
変

異
な
る
、
い
わ
ば
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の

旅
行
者
が
著
し
く
増
大
し
始
め
た
。

し
か
し
、こ
の
時
期
ま
で
は
商
業《
あ

わ
ざ

き
な
い
》
や
工
業
《
た
く
み
》
の
技
は

一
箇
所
で
継
続
的
に
営
業
で
き
る
よ
う

な
商
品
量
も
、
作
業
量
も
な
か
っ
た
た

め
、
商
工
業
者
は
顧
客
を
求
め
て
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
的
範
囲
を
巡
回
す
る
方
法

で
し
か
﹇
営
業
﹈
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
巡
回
を
一
箇
所
に
定

着
さ
せ
る
こ
と
の
利
点
を
各
地
の
領
主

が
気
づ
く
よ
う
に
な
り
、
定
着
の
条
件

を
提
示
し
た
の
が
「
楽
市
令
」
の
最
初

だ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
の
《
あ
き
な

い
》・《
た
く
み
》側
と
し
て
は
、業
種
・

業
態
の
違
い
を
始
め
、
原
材
料
な
ど
の

確
保
・
補
充
と
い
う
面
も
含
め
て
、
領

主
の
権
力
の
傘
の
中
と
い
う
条
件
の
下

で
技
能
を
発
揮
す
る
の
が
得
な
場
合

と
、
自
己
グ
ル
ー
プ
の
技
術
を
固
定
的

に
領
主
の
独
占
に
任
せ
る
形
を
不
利
と

感
じ
る
場
合
と
の
間
の
計
算
に
よ
り
、

そ
の
「
楽
市
」
に
参
加
す
る
か
否
か
を

同
業
者
の
合
意
で
決
め
た
。
こ
れ
が
合

議
体
と
し
て
「
楽
市
」
に
定
住
し
た
「
町

衆
」
の
発
生
の
原
形
で
あ
る
。

は
な
し
が
先
走
っ
て
し
ま
う
が
、
徳

川
体
制
下
の
都
市
に
お
け
る
「
町
地
」

と
「
町
制
」
が
、
領
主
の
「
封
」
の
大

半
を
構
成
し
た
百
姓
地
（
農
地
）
と
も
、

領
主
直
属
の
武
家
を
支
配
す
る
制
度
と

も
異
な
る
「
町
政
機
関
」
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
巡
回
産

業
で
あ
っ
た
商
工
業
者
を
定
着
産
業
化

す
る
た
め
の
大
幅
な
支
配
権
の
縮
小
で

も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
近
世
封
建
制
の
確

立
と
は
、
商
工
業
者
を
そ
の
領
地
内
に

確
保
で
き
る
か
否
か
と
い
う
状
況
に
左

右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ぜ
に
が
め
ば
し

◇
銭
瓶
橋

十
六
世
紀
末
の
日
本
社
会
で
の
銭
の

威
力
を
物
語
る
一
つ
の
話
を
紹
介
し
よ

う
。家

康
が
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に

豊
臣
の
重
臣
と
し
て
九
州
・
名
護
屋
の

最
前
線
に
詰
め
て
い
た
留
守
で
も
、
新
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領
地
江
戸
で
は
徳
川
自
前
の
都
市
整
備

工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
所

は
江
戸
と
行
徳
（
千
葉
県
浦
安
市
）
間

の
「
塩
の
道
」
を
確
保
す
る
た
め
の
、

ど
う
さ
ん
ぼ
り

沿
海
運
河
小
名
木
川
に
連
な
る
道
三
堀

（
名
称
の
い
わ
れ
は
省
略
）の
掘
割
で
あ

る
。こ

の
掘
割
工
事
に
は
徳
川
家
の
旗
本

ク
ラ
ス
の
家
臣
ま
で
が
工
事
の
人
夫
に

動
員
さ
れ
る
と
い
う
、
当
時
と
し
た
ら

非
常
に
異
例
な
事
柄
が
記
録
さ
れ
て
い

る
ほ
ど
の
「
突
貫
工
事
」
で
あ
っ
た
。

現
在
の
地
名
で
い
え
ば
、
皇
居
外
苑

た
つ
の
く
ち

の
和
田
倉
門
外
の
辰
ノ
口
（
千
代
田
区

丸
の
内
一
丁
目
三
番
辺
）
か
ら
、
ほ
ぼ

永
代
通
り
（
大
手
町
一
〜
二
丁
目
の
道

路
、
メ
ト
ロ
東
西
線
の
大
手
町
駅
の
地

上
に
重
な
る
場
所
）に
運
河
が
掘
ら
れ
、

呉
服
橋
西
で
日
本
橋
川
に
合
流
し
て
い

た
水
路
が
道
三
堀
で
あ
る
。
こ
の
水
路

の
東
端
近
く
（
現
新
日
本
製
鉄
本
社
ビ

ル
付
近
）
を
掘
っ
て
い
た
と
き
、
永
楽

通
宝
が
入
っ
て
い
た
瓶
を
掘
り
出
し

た
。東

国
の
寒
村
だ
と
馬
鹿
に
し
て
い
た

江
戸
で
銭
瓶
が
出
た
と
い
う
の
は
、
新

江
戸
人
で
あ
る
徳
川
の
家
臣
た
ち
に
大

き
な
カ
ル
チ
ュ
ア
・
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

た
。
以
後
ど
の
地
誌
に
も
例
外
な
く
こ

の
話
が
出
、
出
土
地
点
に
近
く
橋
を
架

け
る
と
、
そ
の
橋
名
は
当
然
の
よ
う
に

銭
瓶
橋
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
約
二
百
八
十
年
後

の
明
治
に
な
っ
て
、
こ
の
辺
に
町
名
が

つ
け
ら
れ
た
時
に
は
、
橋
名
の
通
り
銭

瓶
町
、
瓶
に
入
っ
て
い
た
永
楽
銭
に
ち

な
む
永
楽
町
も
出
来
た
。
も
ち
ろ
ん
堀

の
名
の
と
お
り
道
三
町
も
出
来
て
い

る
。そ

の
後
「
三
菱
が
原
」
再
開
発
や
、

震
災
後
の
赤
レ
ン
ガ
街
の
再
開
発
で
、

永
楽
銭
の
永
楽
を
冠
す
る
ビ
ル
も
二
棟

出
来
た
り
し
た
が
、
戦
後
の
建
設
ブ
ー

ム
を
経
た
現
在
で
は
、
い
ま
ま
で
に
原

名
の
名
残
を
残
す
の
は
大
手
町
二
丁
目

六
番
の
日
本
ビ
ル
内
に
あ
る
都
下
水
道

局
の
《
銭
瓶
橋
ポ
ン
プ
所
》（
ご
く
最
近

の
こ
の
施
設
の
正
式
名
称
は
未
確
認
）

だ
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど

「
永
楽
銭
を
い
れ
た
瓶
」が
出
土
し
た
土

地
の
記
憶
は
永
続
し
て
い
る
（
現
在
の

町
名
は
大
部
分
が
大
手
町
、
ご
く
一
部

が
丸
の
内
）。

ま
た
話
を
戻
す
が
「
天
下
布
武
」
を

誇
っ
た
信
長
の
旗
印
が
永
楽
通
宝
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
専
門
家
の
考
証
を
積
み

上
げ
た
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
お
馴
染
み

も
で
あ
る
。
戦
国
武
将
で
も
こ
の
銭
を

紋
所
に
し
た
も
の
は
真
田
・
仙
石
な
ど

の
大
名
は
じ
め
二
三
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
日
本
の
十
六
世
紀
の
「
い
ち
ば
」

の
《
血
液
》
は
「
外
貨
」
の
永
楽
通
宝

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

◇
太
田
道
灌
の
銭
遣
い

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初

期
ま
で
、
根
強
く
「
銭
瓶
」
と
「
永
楽

銭
」
の
記
憶
が
残
っ
て
い
た
の
だ
が
、

そ
の
「
銭
瓶
」
の
由
来
を
考
え
る
と
、

ど
う
し
て
も
徳
川
家
康
入
府
を
遡
る
こ

と
約
百
四
年
前
の
文
明
十
八
年
（
一
四

八
六
）
当
時
の
江
戸
湊
の
状
況
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
に
改
め
て
こ

の
道
灌
時
代
の
江
戸
に
つ
い
て
は
、
順

を
追
っ
て
具
体
的
に
そ
の
有
様
を
紹
介

す
る
予
定
だ
が
、
こ
こ
で
は
次
に
掲
げ

る
道
灌
の
親
友
と
い
わ
れ
た
「
詩
僧
」

し
っ
と
う

漆
桶
・
万
里
集
九
の
『
静
勝
軒
銘
詩
並

序
』
と
い
う
漢
詩
文
中
の
、
江
戸
城
内

に
関
係
す
る
箇
所
だ
け
を
、
読
み
や
す

く
し
て
読
み
下
し
の
形
で
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
に
す
る
。

弓
場
を
築
き
、
毎
旦
幕
下
の
士
数

百
人
を
駆
り
て
、弓
手
を
試
ま
せ
る
。

〔
そ
の
ク
ラ
ス
〕
を
上
中
下
に
分
か

つ
。
甲
冑
を
着
け
て
勇
躍
し
て
射
る

者
あ
り
、
袒
〔
肩
脱
ぎ
〕
し
て
射
る

か
が

者
あ
り
、
跼
ん
で
射
る
者
あ
り
。
怠

る
に
及
べ
ば
則
ち
罰
金
三
百
斤
、
有

司
に
命
じ
て
貯
え
さ
せ
、
以
っ
て
試

射
の
茶
資
と
な
す
。
一
月
の
中
、
戈

を
と
り
鉦
鼓
を
撃
ち
て
士
卒
を
閲
す

る
こ
と
両
三
回
、
そ
の
令
甚
だ
厳
な

り
。（
原
典
は
万
里
集
九
の
『
梅
花
無

尽
蔵
』
よ
り
、『
静
勝
軒
銘
詩
並
序
』

は
こ
の
著
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
い

き
な
り
室
町
時
代
の
詩
僧
の
名
や
、
そ

の
著
作
の
こ
と
、
お
よ
び
「
静
勝
軒
」

と
い
っ
た
「
こ
と
ば
」
が
飛
び
出
す
が
、

「
静
勝
軒
」
と
は
道
灌
の
書
斎
の
こ
と

で
、
現
在
の
皇
居
東
御
苑
内
の
富
士
見

櫓
の
場
所
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
建
物
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
十
五
世
紀
後

半
に
国
際
港
湾
都
市
を
形
成
し
た
江
戸

湊
の
描
写
の
際
に
、
改
め
て
取
り
上
げ

る
予
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
弓
場
を
築
き
」
以
下
の

引
用
文
の
中
に
、
道
灌
支
配
下
の
傭
兵

隊
員
の
武
芸
訓
練
振
り
と
、
そ
の
給
料

を
始
め
訓
練
の
中
休
み
の
テ
ィ
タ
イ
ム

の
茶
菓
子
ま
で
、
銭
で
買
っ
て
い
た
こ

と
に
気
づ
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の

文
の
引
用
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
。
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