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物
が
江
戸
や
京
都
な
ど
の
都
で
爆

発
的
に
栄
え
た
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
紬
自
体
は
庶
民
の
着
物
と
い

う
面
は
強
い
で
す
ね
。
た
だ
、
現

在
は
、
紬
自
体
は
1
回
繭
を
真
綿

に
し
て
、
そ
れ
か
ら
紡
ぐ
と
い
う

手
間
を
か
け
て
い
ま
す
か
ら
、
む

し
ろ
高
価
な
織
物
に
な
っ
て
い
ま

す
。
昔
は
普
段
着
だ
っ
た
の
が
、

今
は
オ
シ
ャ
レ
着
と
い
う
位
置
づ

け
で
す
。

海
外
に
出
て
気
づ
い
た

日
本
文
化
の
魅
力

Ｑ　

お
２
人
が
上
田
紬
を
継
承
さ
れ

た
理
由
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　

カ
リ
ナ
：
私
が
育
っ
た
昭
和
40

年
代
は
景
気
が
上
向
き
の
時
で
工

房
の
仕
事
も
忙
し
か
っ
た
で
す
。

前
進
座
の
中
村
梅
之
助
さ
ん
、
杉

村
春
子
さ
ん
、
千
代
の
富
士
関
な

ど
も
工
房
に
お
見
え
に
な
り
ま
し

た
。
お
客
さ
ん
も
ひ
っ
き
り
な
し

に
来
て
い
て
、
父
母
や
祖
父
母
も

忙
し
く
て
、
遊
び
に
連
れ
て
い
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
少
な
か
っ
た
ん

で
す
。
そ
ん
な
な
か
で
祖
母
が
2

か
月
に
1
度
市
民
会
館
に
お
芝
居

を
観
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
お
芝
居
の
舞
台
で
照
明
を
浴

び
て
い
る
向
こ
う
側
に
行
っ
て
み

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
、
大

学
を
卒
業
し
て
前
進
座
の
養
成
所

に
入
り
、
6
年
程
舞
台
俳
優
と
し

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
着
物
の
所
作
と
か
、
立
ち
居

振
る
舞
い
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
劇
団
で
の
自
分

の
立
ち
位
置
が
見
え
て
き
て
、
も

う
や
り
切
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

な
と
思
い
、
30
歳
の
時
に
１
人
に

な
っ
て
自
分
の
生
き
方
を
考
え
て

み
よ
う
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
留
学

し
ま
し
た
。
語
学
の
勉
強
を
し
な

が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
訪
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
、
生
活
を

楽
し
み
、
文
化
に
親
し
ん
で
い
る

姿
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
日
本
の
文
化
の
魅

力
を
改
め
て
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
た
ら

家
が
織
の
着
物
の
伝
統
的
な
仕
事

を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と

着
物
の
所
作
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で

き
る
ん
だ
と
初
め
て
気
が
つ
い
て

実
家
に
帰
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

帰
っ
て
き
て
み
た
ら
最
盛
期
に

は
着
物
が
１
着
も
な
い
ほ
ど
忙
し

か
っ
た
の
に
、
反
物
が
う
ず
高
く

積
ま
れ
て
い
る
状
況
で
し
た
。
自

分
が
い
な
か
っ
た
10
年
ほ
ど
の
間

に
こ
ん
な
に
変
わ
っ
て
い
た
の

か
、
と
愕
然
と
し
ま
し
た
。
で
も

何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、
戸

惑
い
な
が
ら
も
周
り
の
方
に
助
け

て
い
た
だ
き
今
日
ま
で
や
っ
て
き

ま
し
た
。

　

良
馬
：
私
は
海
外
志
向
が
強

か
っ
た
の
で
、
長
期
間
の
滞
在
が

で
き
る
労
働
ビ
ザ
で
海
外
に
行
く

こ
と
に
し
ま
し
た
。
働
き
な
が
ら

外
国
で
暮
ら
す
こ
と
を
考
え
て
い

た
の
で
、
仕
事
を
す
る
と
い
う
条

件
に
合
う
国
を
探
し
た
ら
ド
イ
ツ

が
1
番
だ
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
の

日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
で
雇
っ
て
も

ら
い
、
働
き
な
が
ら
3
年
程
暮
ら

し
ま
し
た
。
当
時
は
家
業
へ
の
興

味
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
姉
と
同
様
で
す
が
、
海

外
か
ら
日
本
の
様
々
な
文
化
や
伝

統
を
見
る
と
今
ま
で
意
識
す
ら
し

な
か
っ
た
価
値
や
魅
力
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
も
、
実
家
は
上
田
紬
の

工
房
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
途
絶

え
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思

い
が
強
く
な
り
、
日
本
に
帰
っ
て

紬
の
仕
事
を
継
ぐ
決
心
を
し
た
わ

け
で
す
。

リ
ン
ゴ
樹
皮
を
つ
か
う

染
色
は
独
自
の
技
術

Ｑ　

織
物
ま
で
の
工
程
、
流
れ
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

　

良
馬
：
昔
は
糸
作
り
か
ら
や
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
は
染
色
か
ら

始
め
て
い
ま
す
。
染
色
は
殆
ど
私

と
父
が
や
っ
て
い
ま
す
。
特
徴
的

に
や
っ
て
い
る
の
は
リ
ン
ゴ
染
め

で
す
。
２
月
～
３
月
ぐ
ら
い
の
選

定
の
時
期
に
リ
ン
ゴ
農
家
さ
ん
か

ら
直
径
20
㎝
ほ
ど
の
木
を
い
た
だ

い
て
き
て
鉈
で
削
り
、
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
樹
皮
を
１
度
乾
燥
し
、
そ

の
後
、
染
色
の
工
程
に
移
り
ま

す
。
水
に
入
れ
る
と
樹
液
が
出
て

き
て
、
沸
騰
さ
せ
て
い
く
と
さ
ら

に
色
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
染
液

を
抽
出
し
、
そ
こ
に
糸
を
入
れ
る

と
染
ま
り
ま
す
。

　

り
ん
ご
染
め
は
品
種
に
よ
っ
て

染
ま
る
色
合
い
が
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
長
野
県
独
自
の
林
檎
ブ
ラ
ン

ド
、
秋
映
・
シ
ナ
ノ
ゴ
ー
ル
ド
・

シ
ナ
ノ
ス
イ
ー
ト
も
そ
れ
ぞ
れ
が

個
性
的
な
優
し
い
色
合
い
に
染
ま

り
ま
す
。

　

カ
リ
ナ
：
染
色
し
た
糸
に
糊
張

り
し
て
、乾
か
し
た
糸
を
整
経（
せ

い
け
い
）と
い
う
工
程
で
経
糸（
た

て
い
と
）
の
柄
を
作
っ
て
い
き
ま

す
。私
た
ち
が
織
る
時
は
緯
糸（
よ

こ
い
と
）
で
糸
を
重
ね
て
い
っ
て

地
層
の
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
縞
と
か

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
、
そ
の

重
な
っ
た
経
糸
が
縦
の
ラ
イ
ン
に

な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
の
経
糸

を
作
っ
て
、
今
度
は
そ
れ
を
機
巻

き
に
巻
き
付
け
て
、
織
機
に
セ
ッ

ト
し
ま
す
。
経
糸
は
着
物
で
す
と

１
２
１
０
本
使
っ
て
い
ま
す
が
、

織
り
終
わ
っ
た
糸
と
こ
れ
か
ら
織

４
０
０
年
前
に
遡
る

上
田
紬
の
ル
ー
ツ

Ｑ　

最
初
に
上
田
紬
の
歴
史
と
紬
に

つ
い
て
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

良
馬
：
真
田
昌
幸
が
４
０
０
年

程
前
に
上
田
城
を
築
城
し
ま
し
た

が
、
そ
の
折
に
真
田
家
が
上
田
の

地
場
産
業
と
し
て
麻
を
素
材
と
し

た
「
真
田
織
」
を
奨
励
し
た
こ
と

が
始
ま
り
で
、
そ
の
後
、
生
糸
を

素
材
と
す
る
「
上
田
紬
」
に
発
展

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
中
期
に
は
大
島
紬
、
結
城
紬

と
と
も
に
3
大
紬
の
一
つ
と
し
て

名
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
家
の
祖
先
は
、
真
田
家

と
共
に
武
田
家
の
家
臣
で
し
た
。

し
か
し
、
武
田
家
が
長
篠
の
戦
い

で
滅
ぼ
さ
れ
た
た
め
に
、
上
田
で

武
士
か
ら
商
人
に
転
じ
、
江
戸
時

代
中
後
期
か
ら
は
蚕
糸
の
仕
事
に

携
わ
り
、
戦
後
に
な
っ
て
私
た
ち

の
祖
母
が
織
り
が
好
き
だ
っ
と
い

う
事
も
あ
り
織
元
と
し
て
創
業
し

ま
し
た
。

　

生
糸
と
紬
の
違
い
で
す
が
、

生
糸
は
繭
を
お
湯
に
つ
け
て
引

い
た
糸
で
す
。
１
つ
の
繭
か
ら

１
２
０
０
ｍ
㍍
取
れ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
紬
糸
と
い
う
の

は
、
元
来
は
糸
が
引
け
な
い
く
ず

繭
な
ど
を
真
綿
に
し
て
、
そ
こ
か

ら
紡
い
だ
節
の
あ
る
糸
を
い
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
紬
が
始
ま
っ
た
の

は
江
戸
時
代
で
す
が
、
江
戸
時
代

は
繭
か
ら
直
接
引
い
た
上
質
な
絹

糸
は
、
殿
様
と
か
武
士
と
か
の
上

流
階
級
に
し
か
許
さ
れ
て
な
か
っ

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
幕
府
が
、
屑

繭
や
出
が
ら
繭
、
あ
る
い
は
汚
れ

た
繭
か
ら
で
き
る
真
綿
か
ら
取
り

出
す
紬
糸
だ
っ
た
ら
庶
民
も
着
て

良
い
と
い
う
許
可
が
出
て
、
紬
織
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伝
統
工
芸
を
引
く
継
ぐ
の
が

私
た
ち
姉
弟
の
使
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