
江
戸
時
代

の
製
糖
と
池
上
幸
豊

相
武
台
高
校
　
　
鍵

和

田
　
　
武

　

彦

一
　
は
じ
め
に

『東
大
寺
献
物
帳
』
（天
平
勝
宝
八

・
七
五
六
年
）
に
見
え
る

「庶
糖
」
と

い
う
記
録
を
、
確
実
な
史
料
の
上
で
の
初
見
と
す
る

「砂
糖
」
は
、
き
わ
め
て

高
価
な
も
の
で
あ

っ
た
。
長
い
間
薬
種
等
の
目
的
で
輸
入
さ
れ
、
庶
民
の
口
に

な
ど
入
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
、
と
い
う
の
が

一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が

一
六
世
紀
以
降
の
南
蛮
貿
易
や
、
琉
球
に
お
け
る
砂
糖
の
生
産
開
始

等
の
要
因
に
よ
っ
て
、
近
世
以
降

（薬
種
で
は
な
く
）
調
味
料
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で

「砂
糖
」
が
、
江
戸

時
代
に
国
産
化
が
は
か
ら
れ
、　
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
う
事
実
が
あ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
試
み
も
、
ペ
リ
ー
の
来
航
に
始
ま
る
開
国
の

結
果
、
良
質
の
輸
入
物
に
圧
倒
さ
れ
て
、
せ
つ
か
く
日
本
各
地
で
根
付
い
た
製

糖
業
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
消
え
て
い
く
運
命
に
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
感
が
強
い

「砂
糖
」
で

は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
国
産
化
に
情
熱
を
傾
け
た
人
物
が
川
崎
に
い
た
。
池

上
太
郎
左
衛
門
幸
豊

（以
下
、
太
郎
左
衛
門
は
略
す
）
が
そ
の
人
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
池
上
幸
豊
が
製
糖
に
果
た
し
た
役
割
を
追

っ
て
い
く
こ
と
と
し
た

―
′

】二
　
江
戸
時
代
に
お
け
る
砂
糖
国
産
化
の
背
景
に
つ
い
て

前
代
に
引
き
続
き
江
戸
時
代
も
、
も
ち
ろ
ん
砂
糖
は
輸
入
さ
れ
続
け
て
い
た

し
、
輸
入
量
も
拡
大
の

一
途
を
た
ど

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
船
を
主

と
す
る
外
国
船
に
と
つ
て
も
利
益
の
大
き
い

（粗
利
で
最
低
で
も
三
倍
に
は
な
っ

た
よ
う
だ
）
主
要
な
輸
出
品
で
あ

っ
た

（砂
糖
に
は
形
が
な
く
か
さ
ば
ら
な
い

の
で
、
船
底
に
い
れ
て
バ
ラ
ス
ト
の
役
割
も
担

っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
点
か

ら
も
外
国
船
は
、
砂
糖
を
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
積
載
し
て
い
た
よ
う
だ
）
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
幕
府
が
財
政
的
に
困
窮
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
元
禄
期
以

降
、
砂
糖
も
含
め
て
輸
入
に
か
か
る
莫
大
な
金
が
、
段
々
と
問
題
視
さ
れ
て
く

る
よ
う
に
な
る
。

そ
も
そ
も
財
政
が
逼
迫
し
た
主
因
と
し
て
は
、　
一
七
世
紀
後
半
ま
で
の
金

・

銀
山
の
衰
退
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
果
、
海
外
に
流

出
す
る
金

・
銀
の
抑
制
が
大
問
題
と
な

っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の

中
に
、
元
禄
期
に
お
け
る
荻
原
重
秀
に
よ
る
金
銀
改
鋳
が
あ
り
、
ま
た
新
井
白

石
の
海
舶
互
市
新
例
の
発
令
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
金
銀

（財
政
）
問
題
は
、
必
然
的
に
国
内
経
済
の
転
換
を
も
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
す

な
わ
ち
、
輸
入
物
の
国
産
化
の
道
の
模
索
で
あ
る
。

元
禄
期
の
宮
崎
安
貞
は
、
「
本
邦
の
貴
賎
財
を
費
や
す
事
尤
も
甚
し
、
是

（甘
薦
を
さ
す
）
を
種
る
事
、
よ
く
其
法
を
伝

へ
作
り
た
ら
ば
、
海
辺
の
暖
国

に
は
必
生
長
す
べ
し
、
若
其
術
を
尽
し
て
、
世
上
に
多
く
作
ら
ば
、
み
だ
り
に

和
国
の
財
を
外
国
へ
費
し
と
ら
れ
ざ
る
、　
一
つ
の
助
け
た
る
べ
し
、
然
ば
力
を

用
ひ
、
是
を
世
に
ひ
ろ
め
た
ら
む
人
は
、
誠
に
永
く
我
国
の
富
を
致
す
人
な
ら

ん
か
し
」
（『農
業
全
書
』

一
六
九
七
年
刊
）
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
、
砂
糖
の
購

入
に
は
莫
大
な
金
が
か
か
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
砂
糖
な

の
で
、
国
産
化
で
き
れ
ば

「
み
だ
り
に
和
国
の
財
を
外
国
へ
費
じ
と
ら
れ
ざ
る
」

こ
と
に
な
る
、
と
力
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「砂
糖
の
国
産
化
」
と
い
う
問
題

は
、
遅
か
れ
早
か
れ
政
治
日
程
に
の
ぼ
ら
ぎ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
近
づ
い
て

き
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
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新
井
白
石
も
、
輸
入
砂
糖
の
減
少
を
企
図
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
や
琉
球
人
に

甘
薦
の
栽
培
法
を
尋
ね
、
さ
ら
に

『天
工
開
物
』
等
の
漢
籍
を
調
べ
て
可
能
性

を
探

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
を
見
る
と
、

（甘
薦
も
含
め
て
の
）
様
々
な
薬
種
の
国
産
化
が
、
こ
の
時
代
に
は

つ
き
り
と

政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
に
理
解
さ
れ
る
こ

，
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
問
題
を
砂
糖
に
限
定
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、

『徳
川
実
紀
』
第
九
篇

「有
徳
院
殿

（吉
宗
）
御
実
紀
付
録
」
巻

一
七
の
検
討

か
ら
始
め
て
み
た
い
。
少
し
長
い
が
全
文
を
こ
こ
に
引
用
す
る
。

沙
糖
も
今
は
。
日
用
か
き
が
た
き
も
の
と
な
れ
ば
。
唐
土
よ
り
来
る
を
ま

た
ず
。
わ
が
国
の
産
を
こ
そ
用
ゆ
べ
け
れ
と
て
。
甘
蔵
栽
培
の
法
を
あ
ま

ね
く
尋
も
と
め
給
ひ
し
に
。
享
保
十
二
年
松
平

（島
津
）
大
隅
守
継
豊
が

家
人
落
合
孫
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
。
薩
摩
国
よ
り
い
で
来
り
。
培
殖
の
事

ど
も
委
申
け
れ
ば
。
其
教
を
う
け
し
め
て
浜
の
御
庭
に
て
作
ら
し
め
給
ひ
。

又
駿
河
。
長
崎
等
の
地
に
も
植
ら
れ
。
延
享
の
は
じ
め
に
は
。
専
ら
こ
の

事
を
沙
汰
し
給
ひ
。
深
見
新
兵
衛
有
隣

（書
物
奉
行
）
等
に
も
仰
下
さ
れ

て
。
天
工
開
物
を
は
じ
め
。
府
誌
。
県
志
等
の
諸
書
よ
り
考
あ

つ
め
ら
れ
。

ま
た
長
崎
に
来
り
し
唐
商
李
大
衡
。
瀞
龍
順
な
ど
に
も
と
は
じ
め
ら
れ
し

か
ば
。
各
製
法
の
事
を
書
て
奉
れ
り
。
吹
上
御
庭
の
下
吏
岡
田
丈
助
某
と

い
へ
る
は
心
き

ゝ
た
る
も
の
に
て
。
や

ヽ
製
法
に
熟
せ
り
。
小
姓
磯
野
丹

波
守
政
武
も
仰
を
請
て
吹
上
に
い
た
り
。
火
候
な
ど
試
し
事
あ
り
し
か
ど
。

そ
の
こ
ろ
は
土
性
に
応
ぜ
ざ
る
ゆ
へ
に
や
。
唐
土
の
ご
と
く
。
多
く
は
出

来
が
た
か
り
し
か
ど
。
寛
政
の
は
じ
め
に
い
た
り
て
は
。
諸
国
と
も
に
多

く

つ
く
り

い
だ
し
。
唐
産
よ
り
も
盛
に
行
は
れ
。
大
師
河
原
な
ど
の
地
に

て
は
。
氷
糖
を
さ

へ
た
や
す
く
製
す
る
事
と
な
り
し
も
。
ま
た
く
此
御
時

の
御
心
を
き
て
の
。
や
う
や
う
あ
ら
は
れ
け
る
に
こ
そ
有
け
れ
。

（傍
線
は
鍵
和
田
）

万
事
倹
約
を
旨
と
し
て
い
た
吉
宗
で
あ
る
の
で
、
考
え
方
と
し
て
は
砂
糖
は

贅
沢
品
だ
か
ら
輸
入
を
制
限
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
り
そ
う
な
気
が
す

る
の
だ
が
、
事
実
は
全
く
逆
で
あ

つ
た
。

史
料
の
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「沙
糖
も
今
は
。
日
用
か
き
が

た
き
も
の
と
な
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
早
制
限
を
し
て
ど
う
に
か
な
る
と

い
う
よ
う
な
段
階
で
は
な
い
、
と
い
う
吉
宗

（幕
府
）
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い

る
点
に
注
目
を
し
た
い

（先
に
引
用
し
た
宮
崎
安
貞
の

『
農
業
全
書
』
で
は

「本
邦
の
貴
賎
財
を
費
や
す
事
尤
も
甚
し
」
と
あ
り
、
「貴
賎
」
共
に
砂
糖
を
求

め
て
い
る
事
が
窺
え
る
点
に
も
注
意
を
要
す
る
）
。
制
限
が
出
来
か
ね
る
の
で

あ
れ
ば
、
黙

っ
て
輸
入
す
る
か
、
国
産
化
に
努
め
る
か
の
二
者
択

一
し
か
な
い

の
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
財
政
的
に
は
火
の
車
な
の
で
あ
る
か
ら
、

国
産
化
の
道
を
探
る
し
か
手
は
な
い
の
で
あ
る
。

吉
宗
の
時
代
、
大
岡
忠
相
が
見
い
だ
し
登
用
さ
れ
た
人
物
に
、
青
木
昆
陽
が

い
る
。
世
に
甘
藷
先
生
と
し
て
名
高
い
が
、
彼
が
甘
庶
栽
培
に
も
関
与
し
て
い

た
こ
と
は
著
名
な
事
実
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
吉
宗

（幕
府
）
の
考
え
の
も
と

に
享
保
期
に
甘
薦
栽
培
が
江
戸
城
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
先
に
引
用
し
た

『
徳
川
実
紀
』
に
も

「
浜
の
御
殿
」
「
吹
上
御
庭
」

な
ど
が
出
て
く
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
作
ら
れ
た
甘
薦
が
、
後
年

池
上
幸
豊

（や
他
の
人
物
）
に
賜
与
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
何
よ
り
も

そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

享
保
期
以
降
の
努
力
に
よ

つ
て
、
段
々
と
砂
糖
生
産
は
軌
道
に
乗
り
、
「寛
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政

（
一
七
八
九
～

一
八
〇

丁
年
）
の
は
じ
め
」
に
は
、
「諸
国
と
も
に
多
く

つ

く
り
い
だ
し
、
唐
産
よ
り
も
盛
に
行
は
れ
」
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

『徳
川
実

紀
』
で
は
こ
の
あ
と
に
、
砂
糖
生
産
に
尽
力
し
た
、
池
上
幸
豊
の
居
地
で
あ
る

「大
師
河
原
」
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

で
は
池
上
幸
豊
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ら
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
池
上
幸
豊

（
一
七

一
八
～
九
八
年
）
に
つ
い
て

池
上
家
は
、
鎌
倉
以
来
の
旧
家
で
、
江
戸
時
代
は
大
師
河
原

（川
崎
市
）
の

名
主
を
代
々
勤
め
て
い
た
。
特
に
池
上
新
田
の
開
発
が
名
高
く
、
今
日
に
お
い

て
も
川
崎
市
の

「池
上
町
」
に
そ
の
名
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
有
名
で

あ
ろ
つヽ
。

『池
上
家
由
緒
書
』
（『
川
崎
市
史
　
資
料
編
　
２
　
近
世
』
　

一
一五
八
号
）

に
よ
っ
て
池
上
幸
豊
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
よ
う
。

（　
前

略

）

池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
　
初
号
太
郎
右
衛
門
幸
政
　
童
名
号
九
蔵

享
保
十
四
己
酉
年

（
一
七
二
九
）
大
師
川
原
村
名
主
役
被
　
仰
付
、
幸
豊

十
二
歳
也
、
幼
年
之
儀
を
以
退
役
願
候
処
、
村
中
百
姓
亡
父
之
徳
を
慕
ひ
、

百
姓
連
印
之
願
書
ヲ
官
所
へ
再
三
指
上
候
二
付
難
辞

（　
中
　
略
　
）

延
享
三
丙
寅
年

（
一
七
四
六
）
冷
泉
家
和
歌
入
門

（　
中
　
略
　
）

宝
暦
三
癸
酉
年

（
一
七
五
三
）
池
上
新
田
開
発
被
　
仰
付
、
同
六
丙
子
年

（
一
七
五
六
）
其
地
二
与
楽
亭
建

（

中

略

）

同
年

（明
和
三
年
　
一
七
六
六
）
冬
手
製
砂
糖
宜
出
来
候
二
付
、
田
沼
家

・

伊
奈
家
入
御
覧
、
於
御
両
家
御
料
理
頂
戴

（　
中
　
略
　
）

明
和
五
戊
子
年

（
一
七
六
八
）
関
東
拾
二
箇
国

・
江
戸
町
中
可
致
伝
法
旨

被
　
仰
渡
、
右
国
々

・
江
戸
中
共

二
御
触
有
之
。

（　
中
　
略
　
）

同
年
八
月
被
召
　
官
所
被
許
称
苗
字
以
帯
刀
　
　
旨
被
　
仰
渡

（　
中
　
略
　
）

安
永
三
甲
午
年

（
一
七
七
四
）
和
製
砂
糖
為
伝
法
下
総
国

・
常
陸
国

・
下

野
国
廻
村
被
仰
付
、
以
　
御
証
文
人
足
弐
人

・
馬

一
疋
被
下
置

（　
中
　
略
　
）

同

（天
明
）
六
丙
午
年

（
一
七
八
六
）
四
月
糖
製
為
伝
法
京
都

。
大
坂

・

東
海
道

。
中
仙
道

・
甲
州
海
道
筋
廻
村
被
　
仰
付
、
先
例
之
通
道
中
人
足

弐
人

・
馬

一
疋
被
下
置
候

（　
中
　
略
　
）

同

（
天
明
）
八
戊
申
年

（
一
七
八
八
）
五
月
甘
薦
之
儀

二
付
　
御
用
被

仰
付
駿
州
表
被
下
置

へ
出
立
、
例
之
通
人
馬
被
下
置
、
往
来
為
諸
雑
用

御
手
当
金
三
両
三
分
被
下
置
候

‘　
　
　
　
（　
中
　
略
　
）

安
永
八
己
亥
年

（
一
七
七
九
）
六
月
十
七
日
卒

（　
下
　
略
　
）

か
な
り
の
長
文
な
の
で
、
随
分
と
省
略
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
こ
の
史
料

か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
父
太
郎
右
衛
門
幸
定
の
死
去
に
伴
い
、
幸
豊
は
十
二
歳
で
名
主
役
を
継

-23-



承
し
て
い
る
。
最
初
は
若
年
故
名
主
を
辞
退
し
た
が
、
百
姓
達
が
亡
父
の
徳
を

慕
い
願
書
を
再
三
役
所

へ
提
出
す
る
に
及
び
辞
退
し
き
れ
ず
、
や
む
な
く
名
主

と
な

っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る

（母
に
つ
い
て
の
記
述
に
よ
る
と
、
「幸
豊
幼

年
に
し
て
里
正
と
し
て
村
中
を
治
し
こ
と
全
く
母
人
之
功
也
」
と
あ
る
の
で
賢

母
の
助
け
も
大
き
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
。
こ
の
あ
た
り
は
池

上
家
の
記
録
な
の
で
多
少
は
割
り
引
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
賢
母
の
助
け
や
亡
父
の
徳
な
ど
の
存
在
か
ら
、
百
姓
達
に
と

つ
て
も

一
二

歳
の
少
年
を
差
し
置
く
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
政
治
力

・
経
済
力
の
点
か
ら
考
え
て
も
池
上
家
を
村
役
人
か
ら
除
外

す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
池
上
新
田
の
開
発
に
成
功
し
た
こ
と
や

（
の
ち
に
、
江
戸
城
の

奥
坊
主
や
御
同
朋
格
と
な
る
儒
者
成
島
信
遍
に
師
事
し
、
様
々
な
技
術
を
習
得

し
て
い
る
。
ま
た
有
力
な
人
脈
と
し
て
も
重
要
で
あ

っ
た
）
、
京
都
の
冷
泉
家

の
門
弟
に
な

っ
て
い
る
こ
と

（田
沼
意
次
も
門
弟
な
の
で
幸
豊
と
同
門
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
が
砂
糖
製
造
と
ど
う
関
わ
り
合
う
か
は

現
時
点
で
は
追
求
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
池
上
幸
豊
と

田
沼
意
次
と
の
間
に
は
、
家
老
の
井
上
寛
司
を
間
に
挟
ん
で
書
状
の
や
り
と
り

や
行
き
来
が
あ

っ
た
こ
と
が

『池
上
家
文
書
』
か
ら
窺
え
る
し
、
砂
糖
作
り
の

普
及
や
砂
糖
座
の
実
現
に
向
け
て
、
田
沼
の
政
治
力
に
池
上
幸
豊
が
か
な
り
期

待
し
て
い
た
節
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ

り
余
り
触
れ
ら
れ
な
い
）
、
製
糖
実
演
の
た
め
田
沼
意
次
の
屋
敷
に
出
入
り
し

た
こ
と
、
砂
糖
の
製
法
の
伝
法
の
た
め
諸
国
を
経
巡
っ
て
い
る
こ
と
、
苗
字
帯

刀
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
、
史
料
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。

四
　
池
上
幸
豊
と
製
糖
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

池
上
幸
豊
と
製
糖
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
幸
豊
自
身
の
よ
る
覚
え
書
き

や
、
幸
豊
の
子
孫
達
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
今
日
で
は
、
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
よ
り

『池
上
家
文
書
』
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
比
較
的
容
易
に
日
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う

ち
、
（三
）
。
（四
）
の
二
巻
が
製
糖
に
関
わ
る
記
録
と
な

っ
て
い
る
。

『池
上
家
文
書
』
（三
）
の
巻
頭
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る

「
和
製
砂
糖
之
儀

二
付
書
留
　
壱
」
の

一
号
文
書

（以
下
、
『池
上
』
〓
丁
上

―

一
の
よ
う
に
表

記
す
る
こ
と
と
す
る
）
に
は
、
幸
豊
と
製
糖
業
と
の
、
そ
も
そ
も
の
な
れ
そ
め

に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
し

よ
う
。

江
戸
の
医
者
に
し
て
、
本
草
学
者
の
田
村
元
雄

（号
は
藍
水
。
弟
子
に
は
平

賀
源
内
等
が
お
り
、
幸
豊
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
当
時
天
下

一
の
本
草
学
者
と

い
わ
れ
て
い
て
、
江
戸
で
初
め
て
物
産
会

（博
覧
会
）
を
主
宰
し
た
人
物
で
あ

る
。
朝
鮮
人
参
の
栽
培
を
行

っ
た
人
物
と
し
て
も
有
名
。
）
が
、
宝
暦

一
一

（
一
七
六

一
）
年
、　
一
七
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
る
研
究
の
結
果
、
砂
糖
の
製

作
に
成
功
し
た

（後
日
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

あ
る
が
‥
‥
）
。
幕
府
か
ら
は
製
品
化
の
話
し
が
あ

つ
た
が
、
元
雄
自
身
は
医

業
に
身
を
置
く
の
で
そ
れ
も
ま
ま
な
ら
ず
、
弟
子
で
あ
り
い
ま
た
甘
薦
の
植
え

付
け
を
同
じ
よ
う
に
追
求
し
て
い
た
、
大
師
河
原
村
の
池
上
幸
豊
を
推
挙
す
る

に
至

っ
た
、
と
い
う
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た

『徳
川
実
記
』
に
も
出
て
き
た
大
師
河
原
村
と
砂
糖
製
造
と

の
結
び
つ
き
は
、
『新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
（巻
七
十

一
、
橘
樹
郡
之
十
四
）
に

は

「砂
糖
製
造
の
始
を
尋
る
に
、
享
保
年
中
始
て
甘
薦
を
植
じ
め
給
ひ
し
と
き
、

当
所

（大
師
川
原
村
）
ヘ
も
そ
の
苗
六
根
を
賜
は
り
、
名
主
太
郎
左
衛
門

（父
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の
幸
定
を
さ
す
。
正
し
く
は
太
郎
右
衛
門
）
こ
れ
を
受
て
年
々
種
樹
し
て
製
法

を
試
た
り
し
か
と
、
も
と
よ
り
そ
の
苗
の
小
き
を
以
製
し
得
ざ
り
し
か
ば
、

（下
略
）
」
と
あ
り
、　
一
見
す
る
と
先
に
引
用
し
た

『徳
川
実
記
』
の

「享
保
十

二
年
」
の
記
事
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
幸
豊
自

身
が
書
き
残
し
た
い
く
つ
か
の
史
料
に
よ
る
と
、
延
享
年
中

（
一
～
五
年

一
一

七
四
四
～
四
八
年
）
よ
り
砂
糖
製
造
に
関
与
し
た
と
見
え
る
こ
と

（
『池
上
』

三
―
二
―

一
六
、
『
同
』
三
―
二
―
六

一
等
）
や
、
彼
自
身
が
父
に
つ
い
て
記

述
し
た
記
録
で
も
明
確
に
父
が
砂
糖
作
り
に
関
与
し
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る

こ
と
等
か
ら
、
延
享
年
間
よ
り
関
与
し
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
い
た
い
と
思
う
。

幸
豊
が
に
わ
か
に
砂
糖
作
り
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
本

節
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
田
村
元
雄
に
よ

つ
て
開
発
さ
れ
た
製
糖
法
を

元
に
、
砂
糖
作
り
に
取
り
組
む
よ
う
幕
府
に
推
挙
さ
れ
る
に
及
ん
で
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
田
村
の
推
挙
は
当
初
幸
豊
に
と
つ
て
は
、
有
難
迷
惑
と
い
っ

た
趣
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

（　
前
　
略
　
）

我
等
儀
新
田
開
発
御
願
申
上
、
閑
暇
無
之
候
得
共
為
御
試
被
仰
付
候
事

ニ

も
や
と
存
、
不
絶
心
掛
申
候
事

二
御
座
候
上

ハ
、
此
度
被
仰
付

二
て
可
有

之
候
ハ
ヽ
、
多
年
之
存
念
相
叶
候
事
と
難
有
奉
存
候
旨
ヲ
申
候

（　
下
　
略
　
）

（『池
上
』
三
―

一
―

一
。
傍
線
は
鍵
和
田
）

砂
糖
作
り

へ
の
関
与
は
、
自
分
の
方
か
ら
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た

新
田
開
発
に
関
わ
り
な
が
ら
、
砂
糖
作
り
に
も
手
を
出
し
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
思
わ
れ
て
も

「迷
惑
」
と
し
な
が
ら
も
、
幸
豊
が
二
ｏ
年
く
ら
い
前
よ
り
甘

薦
栽
培
に
手
を
染
め
て
い
る
の
は
、
甘
庶
は
海
浜
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
、
新
田
開
発
の
助
け

（特
に
資
金
面
）
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
難
色
を
示
し

つ
つ
も
結
局
は
、

「御
奉
公
」
と
割
り
切
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
史
料
か
ら
は
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
甘
薦
栽
培
に
は
池
上
幸
豊
は
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ

が
、
そ
の
最
大
の
目
的
は
新
田
開
発
の
た
め
の
資
金
獲
得
、
と
い
う
点
に
あ

つ

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
、
田
村
元
雄
を
介
し
て
勘
定
奉
行
等
と
の
や
り
と
り
が
何
度
か
あ

り
、
つ
い
に
甘
庶
苗
が
下
賜
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を

史
料
で
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（　
前
　
略
　
）

暦
十

一
年
十
月
）
四
半
時
砂
村
新
田
克
蒻
橋
際
百
姓
平
三
郎
方

二
て
元
雄

相
渡
候
間
、
其
方
共
儀
も
右
之
刻
限

二
場
所

へ
罷
越
、
右
甘
薦
元
雄
方
よ

り
可
請
取
者
也

御
座
候
ハ
ヽ
、
御
奉
公
と
奉
存
候
間
、
少
々
も
製
作
可
仕
候
、
尤
拙
者
方
よ
　
　
　
　
先
達
て
田
村
元
雄
相
願
候
甘
薦
株
五
十
株
、
同
茎
弐
千
本
明
十
六
日

（宝

り
相
望
候
て
願
申
事

二
て
ハ
無
御
座
候
、
新
田
開
発
二
懸
り
合
居
な
か
ら
又

外
事

二
手
ヲ
出
シ
申
様

二
も
被
為
思
召
候
て
ハ
迷
惑
仕
候
、
乍
然
甘
薦
を
作

候
事
凡
十
年
計
以
前
よ
り
心
掛
ケ
申
候
分
ケ
ハ
、
薦
ハ
海
浜
二
宜
物
と
承
候

二
付
、
海
辺
新
田
を
心
掛
申
身
二
は
、　
一
方
之
助
二
も
相
成
、
又

一
二
は
其
頃

御
公
儀
様

二
て
植
付
等
被
仰
付
候
様
子
も
及
承
申
候

二
付
、
若
土
地
相

応
致
宜
も
出
来
致

ハ
ヽ
御
奉
公

二
も
可
相
成
　
御
恩
沢
を
少
シ
ハ
報
申
事

（

下

略

）

（『池
上
』
三
―

一
―
七
）
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こ
れ
に
よ
る
と
、
交
渉
に
あ
た

つ
て
は
元
雄
が
間
に
立

っ
て
お
り
、
甘
庶
の

下
賜
も
直
接
幸
豊
に
与
え
る
の
で
は
な
く
、
元
雄
に

一
旦
渡
し
て
、
再
度
請
け

取
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
砂
糖
の
国
産
化

へ
の
道
は
簡
単
な
事
で
は
な
く
、
こ
の
段
階
で
は
未

だ
険
し
く
遠
い
も
の
で
あ

っ
た
。

翌
宝
暦

一
一
一
（
一
七
六
二
）
年
の
田
村
宛
の
書
状
に
は
、
砂
糖
作
り
か
ら
撤

退
し
た
い
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
弱
気
に
な

っ
て
い
る
幸
豊
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
年
に
下
賜
さ
れ
た
甘
薦
は
、
湿
地
故
過
半
が
腐

っ
て
し
ま

っ
た

こ
と
、
ま
た
今
年
も
頂
戴
し
て
腐
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
大
切

な
種
を
粗
末
に
し
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
幸
豊
以
外
に
希
望
者
が
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
甘
薦
は
そ
ち
ら
に
譲

っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る

（『池
上
』
三
―
二
―

一
四
）
。

こ
の
よ
う
な
申
し
出
に
対
し
て
、
田
村
は
、
例
え
腐

っ
て
し
ま

っ
た
と
し
て

も
、
幸
豊
の
不
調
法
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
勘
定
奉
行
か
ら
、
（江
戸
城
内
の
）

浜
御
殿
の
甘
薦
株
や
苗
を
幸
豊
に
下
賜
す
る
よ
う
指
示
が
来
て
い
る
の
で
、
受

け
取
り
に
行
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
等
を
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
豊
の

思
い
と
は
関
係
な
く
、
あ
く
ま
で
も
砂
糖
の
国
産
化
の
た
め
働
く
よ
う
に
と
の

命
令
が
、
勘
定
奉
行
か
ら
出
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
書
状
を
見
る
限
り
で
は
、
甘
薦
の
大
半
を
腐
ら
せ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
、

弱
気
に
な

っ
て
い
る
理
由
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
最
大
の
理
由
は
田
村
の
開
発

し
た
製
糖
法
が
不
完
全
で
見
通
し
が
立
た
な
か

っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う

で
あ
る

（こ
の
点
次
節
参
照
）
。
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
以
上
、
幸
豊
と

し
て
も
砂
糖
作
り
に
邁
進
し
よ
う
と
い
う
気
に
は
な
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
　
画
期
的
な
製
糖
法
と
の
出
会
い

明
和
三

（
一
七
六
五
）
年
、
江
戸
の
町
医
者
の
河
野
三
秀
が
、
町
奉
行
所
に
、

独
創
的
な
砂
糖
製
造
法
を
完
成
し
た
の
で
、
甘
薦
栽
培
と
製
造
法
を
諸
国
に
伝

授
し
、
出
来
上
が
っ
た
砂
糖
を
扱
う
た
め
の
砂
糖
座
を
作
る
許
可
を
自
分
に
頂

き
た
い
、
と
い
う
趣
旨
の
申
し
出
を
行

っ
た
の
で
あ
る

（『池
上
』
三
―
三
―

一
九
）
。

彼
の
言
に
よ
れ
ば
、
中
国
の

『
天
工
開
物
』
『農
政
全
書
』
『本
卿
綱
目
』
等

は
最
初
黒
砂
糖
を
作
り
、
そ
れ
を
白
砂
糖
に
精
製
す
る
方
法
を
取
る
が
、
自
分

の
製
法
は
最
初
か
ら
白
砂
糖
で
も
黒
砂
糖
で
も
自
由
に
作
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
事
を
知

っ
た
池
上
幸
豊
は
、
河
野
を
自
宅
に
招
き
、
実
際
に
砂
糖
作
り

を
行
わ
せ
て
い
る

（『池
上
』
三
―
三
―
二
〇
）
。
こ
の
時
の
様
子
を
要
約
す
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
五
年
前
に
奉
行
所
よ
り
砂
糖
製
造
を
任
せ
ら
れ
て
以
降
、
毎
年
作

っ
て
い

る
が
、
本
当
の
砂
糖
は
製
造
で
き
な
か
つ
た
。

②
十

一
月
上
旬
、
幸
豊
の
自
宅
で
、
（幸
豊
の
栽
培
し
た
甘
薦
を
使

っ
て
）

河
野
に
砂
糖
を
作
ら
せ
た
と
こ
ろ
、自

・
黒
砂
糖
が
間
違
い
な
く
で
き
た
。

③
自
分
た
ち
は
数
年
の
間
色
々
と
工
夫
を
重
ね
て
き
た
が
真
の
砂
糖
は
出
来

な
か

っ
た
し
、
経
費
も
勘
定
に
合
わ
な
か

っ
た
が
、
河
野
の
製
法
は
現

在
の
砂
糖
の
相
場
に
比
し
て
も
利
益
が
見
込
め
る
。

④
こ
の
時
作

っ
た
砂
糖
は
幸
豊
の
居
村
を
支
配
し
て
い
る
伊
奈
半
左
衛
門
の

役
所
の
ほ
か
、
も
う

一
カ
所
に
も
献
上
さ
れ
て
い
る

（井
上
氏
と
し
か
出

て
こ
な
い
が
、
第
三
節
で
触
れ
た
、
田
沼
意
次
の
家
老
の
井
上
寛
司
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
）
。

こ
の
時
の
幸
豊
の
喜
び
は
如
何
ほ
ど
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
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砂
糖
作
り
の
主
導
権
争
い
が
こ
こ
に
発
生
す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
も
、

こ
の
事
は
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど

め
て
お
く
）
。

六
　
砂
糖
座
の
構
想
と
、
製
糖
業
の
諸
国
伝
法

河
野
三
秀
と
の
出
会
い
に
よ
つ
て
砂
糖
製
造
の
目
途
が
つ
い
て
か
ら
の
幸
豊

は
、
大
変
精
力
的
に
動
き
回
る
こ
と
に
な
る
。

元
々
砂
糖
座
の
構
想
は
河
野
三
秀
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
河
野
は
後
に
病
気

を
理
由
に
辞
退
を
申
し
出
て
い
る
。
こ
の
結
果
池
上
幸
豊
に
自
羽
の
矢
が
立
つ

の
だ
が
、
幸
豊
自
身
は
こ
の
段
階
で
は
、
時
期
尚
早
と
し
て
こ
れ
を

一
旦
は
退

け
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
現
状
を
鑑
み
て
基
盤
整
備
の
必
要
性

（甘
薦
栽
培

の
た
め
の
畑
の
増
加
と
、
そ
の
た
め
の
公
的
な
援
助
等
）
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
利
益
が
上
が
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
、
息
子
名
義
で
江
戸
の
町
内
に
座

を
設
け
、
百
両
に
つ
き
五
両
の
運
上
納
入
ま
で
約
す
よ
う
な
内
容
に
ま
で
踏
み

込
ん
だ
答
え
を
な
し
て
い
る

（『池
上
』
三
―
三
―
二
五
）
。
従

っ
て
状
況
が
許

せ
ば
砂
糖
座
の
設
立
に
乗
り
出
し
た
い
と
い
う
思
い
は
持

っ
て
い
た
こ
と
が
こ

の
文
書
よ
り
わ
か
る
し
、
事
実
こ
れ
以
降
、
設
立
に
向
け
て
精
力
的
に
各
方
面

に
働
き
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
節
で
も
触
れ
た
が
、
地
方
役
所
や
田
沼
邸
な
ど
で
砂
糖
作
り
を
実
演
し

て
見
せ
た
だ
け
で
な
く
、
砂
糖
は
十
分
利
益
が
上
が
る
こ
と
を
、
か
な
り
細
か

い
点
に
ま
で
及
ん
で
必
要
経
費

・
生
産
高
等
を
試
算
し
て
、
し
か
も
何
度
に
も

わ
た
っ
て
報
告
し
、
砂
糖
座
の
構
想
を
色
々
な
角
度
か
ら
実
現
可
能
な
計
画
と

し
て

（砂
糖
座
を
設
置
す
る
場
所
の
選
定
ま
で
し
て
い
る
）
幸
豊
は
訴
え
続
け

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
係
す
る
文
書
は
、
現
在
彩
し
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
大
変
な
努
力
を
、
時
間
的
に
も
、
労
力
的
に
も
幸
豊
は
払

っ

た
の
で
あ
る
ｃ

こ
の
よ
う
な
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、
砂
糖
座
の
設
立
許
可
は
結
局
下
り
な
か

っ
た
。
田
沼
意
次
に
何
度
も
願
書
を
差
し
出
し
て
は
い
た
が
、
結
局
実
現
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
薬
種
問
屋
の
存
在
が
上
げ
ら

れ
る
。
砂
糖
は
長
い
間
薬
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
に
お

い
て
も
薬
種
問
屋
が
扱

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
業
界
と
の
利
害
の
対
立
が

大
き
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

砂
糖
座
構
想
は
挫
折
し
て
し
ま

っ
た
が
、
幸
豊
に
は
も
う

一
つ
、
諸
国
に
砂

糖
の
製
造
法
を
広
め
た
い
、
と
い
う
重
要
な
構
想
が
あ

っ
た
。
こ
ち
ら
は
紆
余

曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
（自
宅
で
の
伝
法
以
外
に
）
都
合
三
度
、
か
な
り
の
広

範
囲
に
わ
た

つ
て
、
し
か
も
か
な
り
の
高
齢
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
諸
国
へ
の

伝
法
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
授
料
と
し
て
二
両
の
礼
金
を
取
り
た
い
、

そ
の
金
を
新
田
開
発
の
資
金
に
充
て
た
い
、
等
々
の
願
い
は
こ
と
ご
と
く
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
幕
府
に
否
定
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
熱
意
を
持
ち

て

諸
国
へ
出
か
け
て
行

っ
た
の
で
あ
る

（範
囲
に
関
し
て
は
第
三
節
を
参
照
の
こ

と
）
。

七
　
お
わ
り
に
～
和
製
砂
糖
の
隆
盛

和
製
砂
糖
の
生
産
が
軌
道
に
の
っ
た
結
果
、
文
化
元

（
一
八
〇
四
）
年
の
砂

糖
の
輸
入
量
は

一
二
八
万
斤
と
全
盛
期
の
五
分
の

一
程
度
に
ま
で
落
ち
込
ん
で

い
る
。
長
崎
唐
通
事
会
所
の
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
砂
糖
の
輸
入
に
頼

っ
て
い

る
面
が
大
き
か

っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
和
製
砂
糖
の
隆
盛
は
、
砂
糖
価
格
の

下
落
、
輸
入
高
の
減
少
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
赤
字
の
拡
大
を
意

味
し
た
。
こ
の
た
め
天
保
時
代
に
は
、
和
製
砂
糖
に
制
限
を
加
え
輸
入
量
の
確

保
と
価
格
の
保
持
が
図
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
に
ま
で
立
ち
至

っ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
砂
糖
の
国
産
化
を
推
進
し
て
き
た
結
果
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と

は
な
ん
と
皮
肉
な
事
で
は
な
い
か
。

大
蔵
永
常
の

『広
益
国
産
考
』
に
よ
る
と
、
「文
政
天
保
の
間

（
一
八

一
八

～

一
八
四
四
年
）
、
駿
遠
に
て
製
す
る
所
の
砂
糖
は
、
大
体
江
戸
へ
出
し
売
払

ふ
に
、　
一
ケ
年
に
四
五
万
両
と
も
及
ぶ
べ
き
欺
、
直
段
宜
し
き
年
は
、
田
に
稲

を
作
り
た
る
よ
り
、
三
増
倍
も
あ
り
し
よ
し
、
常
の
相
庭
に
て
も
稲
を
作
る
に

は
ま
さ
れ
り
と
て
、
作
り
弘
り
け
れ
ど
も
、
本
田
は
の
ぞ
き
流
水
場
等
の
新
開

に
作
り
出
せ
り
、
砂
糖
を
作
れ
る
農
人
の
い
へ
る
に
、
砂
糖
を
作
り
は
じ
め
し

よ
り
已
来
、
御
年
貢
を
納
む
る
事
早
く
な
り
、
未
進
を
い
だ
す
も
の
な
き
や
う

な
り
た
る
と
な
ん
、」
と
い
う
。

和
製
砂
糖
が
い
か
に
急
速
に
生
産
高
を
伸
ば
し
、
国
内
に
普
及
し
て
い
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
こ
と
は
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
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献
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石
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寛
子
　
「食
生
活
史
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け
る
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い
て

（第
１
報
）」

『全
集
　
日
本
の
食
文
化
』
第
五
巻

雄
山
閣
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八
年
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出
は

一
九
六
五
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石
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幸
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と
和
製
砂
糖
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つ
い
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史
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九
七
七
年
）
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鶴
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史
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八
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（『法
政
史
論
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第
４
号
の
論
文
を
補
訂
し
た
も
の
）

『近
世
神
奈
川
の
展
開
』
　

　

有
隣
堂

（
一
九
八
六
年
）

仙
石
鶴
義
　
「池
上
幸
豊
と
殖
産
興
業
」

『川
崎
市
史
』
通
史
編
２
　
近
世
　
　
　
（
一
九
九
六
年
）

落
合
　
功
　
「池
上
家
の
砂
糖
業
の
展
開
と
氷
砂
糖
」

『川
崎
市
史
研
究
』
第
７
号
　
　
　
　
　
（
一
九
九
六
年
）

落
合
　
功
　
「
国
益
思
想
の
形
成
と
池
上
幸
豊
」

『
日
本
歴
史
』
六
四

一
号
　
　
　
　
　
　
（二
〇
〇

一
年
）

望
月

一
樹
　
「池
上
幸
豊
と
近
世
砂
糖
生
産

（
一
）
」

『川
崎
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
紀
要
』
第

一
四
集

（二
〇
〇
二
年
）

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

『大
江
戸
マ
ル
チ
人
物
伝
　
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
』

（二
〇
〇
ｏ
年
）

吉
川
弘
文
館
　
『国
史
大
系
　
徳
川
実
紀
』
第
九
篇

（
一
九
九
九
年
新
装
版
）

吉
川
弘
文
館
　
『古
事
類
苑
』
飲
食
部
十
三
　
　
　
（
一
九
八
四
年
普
及
版
）

雄
山
閣
　
　
『新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
三
巻
　
　
　
　
　
（
一
九
七
二
年
）

『川
崎
市
史
』
資
料
編
２
　
近
世
　
　
　
　
　
（
一
九
八
九
年
）

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

『池
上
家
文
書
』
（三
）
　

（
一
九
九
八
年
）

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

『池
上
家
文
書
』
（四
）
　

（二
〇
〇
〇
年
）

な
お
史
料
の
引
用
に
あ
た
つ
て
は
、
適
宜
旧
字
を
新
字
に
直
し
た
り
、
補
注

を
カ
ツ
コ
書
き
で
文
中
に
入
れ
た
り
等
の
こ
と
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に

付
記
し
て
お
く
。

ま
た
紙
数
の
関
係
で
、
総
て
の
史
料
を
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。

そ
の
代
わ
り
、
『池
上
家
文
書
』
に
つ
い
て
は
、
史
料
番
号
を
載
せ
、
読
者
が

調
べ
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。
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