
一
、
江
戸
時
代
の
幕
開
け

慶
長

け
い
ち
ょ
う

五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
ケ
原

せ
き
が
は
ら
の

合
戦

か
っ
せ
ん

で
勝
利
を
お
さ
め
た
徳
川
家
康
は
、
同
八
年
（
一
六

〇
三
）
江
戸
に
幕
府
を
開
き
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
徳
川
将
軍
を
頂
点
に
お
き
、
中
央
に
幕
府
、

地
方
に
藩
を
お
く
政
治
体
制
を
と
り
、
大
名
支
配
の
た
め
「
武
家

ぶ

け

諸
法
度

し
ょ
は
っ
と

」
な
ど
の
法
律
を
発

布
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
参
勤

さ
ん
き
ん

交
代

こ
う
た
い

」
を
強
化
し
、
全
国
の
主
要
な
鉱
山
を
支
配
し
ま
す
。

江
戸
時
代
は
「
士
農
工
商
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
厳
し
い
身
分
制
が

確
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
武
士
の
子
は
武
士
。
農
民
の
子
は
農
民
。」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
身

分
は
固
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
概
し
て
平
和
な
時
代
で
し
た
。
大
坂
夏

お
お
さ
か
な
つ

の
陣じ

ん

（
一
六
一
五
）
以
降
、

島
原

し
ま
ば
ら

の
乱ら

ん

（
一
六
三
七
）
を
除
い
て
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
内
乱
（
戦
争
）
も
な
く
、
お
よ
そ
二
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百
六
十
年
余
り
続
き
ま
す
。

こ
の
間
、
三
代
将
軍
家
光

い
え
み
つ

は
「
鎖
国

さ

こ

く

」
を
実
施
し
、
一
部
の
地
域
を
除
き
、
海
外
と
の
交
易

こ
う
え
き

を
禁
止
し
た
た
め
、
日
本
固
有
の
文
化
が
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。
江
戸
中
期
に
な
る
と
三
都

さ

ん

と

（
京

都
・
江
戸
・
大
坂
）
な
ど
の
大
都
市
を
中
心
に
、
次
第
に
経
済
や
文
化
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
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二
、
元
禄

げ
ん
ろ
く

時
代
と
元
禄
文
化

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
徳
川

と
く
が
わ

綱
吉

つ
な
よ
し

が
五
代
将
軍
と
な
り
ま
す
。
日
本
史
で
は
、
綱
吉
の
将

軍
在
任
期
間
を
「
元
禄
時
代
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
文
化
史
の
う
え
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
在
任

期
間
の
前
後
を
含
め
た
時
期
を
さ
す
場
合
も
み
ら
れ
ま
す
。

元
禄
時
代
に
は
、
幕
府
の
制
度
も
安
定
し
経
済
も
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代

に
は
大
名
な
ど
の
改
易

か
い
え
き

、
取と

り
潰つ

ぶ

し
が
集
中
し
、
ま
た
、
悪
法
と
い
わ
れ
る
「
生

し
ょ
う

類る
い

憐あ
わ

れ
み
の

令れ
い

」
や
元
禄
地
震
（
一
七
〇
三
）、
富
士
山
の
大
噴
火
（
一
七
〇
七
）、
さ
ら
に
諸
国
に
お
け
る

洪
水
な
ど
自
然
災
害
も
た
び
た
び
発
生
し
、
人
々
を
苦
し
め
ま
し
た
。

赤
穂

あ

こ

う

浪
士

ろ

う

し

の
討う

ち
入い

り
の
よ
う
に
江

戸
時
代
を
代
表
す
る
大
事
件
も
み
ら
れ

ま
し
た
。
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
は
、

「
武
士
の
義
理
」
を
貫
い
た
も
の
で
、
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浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
作
品
の
題
材
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
社
会
情
勢
の
な
か
に
あ

っ
て
、
江
戸
時
代
の
町
人
は
、
新

た
な
文
化
を
創
り
あ
げ
ま
し
た
。
こ

れ
が
「
元
禄
文
化
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
文
化
の

中
で
は
元
禄
文
化
が
最
も
華
や
か

な
も
の
で
し
た
。

元
禄
文
化
は
、
と
く
に
上
方

か
み
が
た

（
大
坂
）
の
町
人
が
文
化
の
担に

な

い
手て

に
な
り
、
江
戸
期
を
代
表
す
る
文

化
に
な
り
ま
し
た
。
井
原

い

は

ら

西
鶴

さ
い
か
く

の
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忠臣蔵「討入」図（鯖江市中野町所蔵）



浮
世

う

き

よ

草
子

ぞ

う

し

（
小
説
）、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
し
て
、
松
尾

ま

つ

お

芭
蕉

ば
し
ょ
う

の

俳
諧

は
い
か
い

（
俳
句
）
や
菱
川
師
宣

ひ
し
か
わ
も
ろ
の
ぶ

の
浮
世
絵

う

き

よ

え

、
ま
た
、
染
色

せ
ん
し
ょ
く

・
陶
磁

と

う

じ

な
ど
の
工
芸
、
詩
歌

し

い

か

、
音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く

（
音
楽
）
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
文
化
が
花
開
き
、
庶
民
に
も
広
く
普
及
し
ま
し
た
。

印
刷
技
術
も
進
歩
し
、
出
版
業
が
活
発
化
し
ま
し
た
。
中
国
や
日
本
の
古
典
の
ほ
か
、「
草
子

そ

う

し

」

と
呼
ば
れ
る
大
衆
図
書
が
好
ん
で
読
ま
れ
ま
し
た
。「
和
算

わ

さ

ん

」（
日
本
独
特
の
数
学
）
も
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
文
化
の
充
実
は
人
々
の
心
に
潤

う
る
お

い
を
与
え
て
い
き
ま
す
。
と
く
に
、
近
松
が
取
り
組

ん
だ
浄
瑠
璃
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
の
喜
び
や
、
悲
し
み
、
苦
し
み
が
見
事
に

描
か
れ
、
観
る
人
に
大
き
な
感
動
や
共
感
を
与
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
正
徳

し
ょ
う
と
く

五
年
（
一
七
一

五
）
大
坂
竹
本
座
で
の
『
国
性
爺

こ
く
せ
ん
や

合
戦

か
っ
せ
ん

』
は
大
人
気
で
、
十
七
カ
月
余
り
の
長
期
興
行

こ
う
ぎ
ょ
う

と
な
り

ま
し
た
。
近
松
の
流
れ
る
よ
う
な
文
体
を
基
に
、
義
太
夫
節
の
語
り
、
三
味
線

し
ゃ
み
せ
ん

、
巧た

く

み
に
動
く
操

あ
や
つ

り
人
形
が
一
つ
に
な
っ
た
演
技
が
多
く
の
人
の
心
を
打
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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『庭訓往来
ていきんおうらい

』（鯖江市資料館所蔵）
時候のあいさつ文が記された文
例集で、広く武士から庶民まで
重宝された。寺子屋などでは教
科書として用いられていた。
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三
、
三
大
文
豪

ぶ
ん
ご
う

の
活
躍

井
原
西
鶴
・
松
尾
芭
蕉
・
近
松
門
左
衛
門
の
三
人
を
、
元
禄
三
大
文
豪
と
呼
び
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
こ
で
は
井
原
西
鶴
と
松
尾
芭
蕉
に
つ
い
て
書
い
て
お
き
ま
す
。

井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
〜
一
六
九
三
）
は
、
大
坂
の
生
ま
れ
で
す
。
四
十
歳
の
時
に
発
表
し

た
『
好
色

こ
う
し
ょ
く

一
代

い
ち
だ
い

男お
と
こ

』
が
好
評
を
え
て
、
そ
の
後
、『
好
色

こ
う
し
ょ
く

二に

代だ
い

男お
と
こ

（
諸
艶
大
鑑

し
ょ
え
ん
お
お
か
が
み

）』
・
『
好
色

こ
う
し
ょ
く

五ご

人に
ん

女お
ん
な

』
を
書
き
、
町
人
た
ち
の
生
活
や
当
時
の
風
俗
を
い
き
い
き
と
描
写
し
ま
し
た
。
ま
た
、

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
は
『
日
本

に
っ
ぽ
ん

永
代
蔵

え
い
た
い
ぐ
ら

』
を
発
表
し
、
身
近
な
町
人
た
ち
の
経
済
生
活

を
描
き
、
永
く
大
衆
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
浮
世
草
子
の
手
本
と
し
て
多
く
の
影
響
を

与
え
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
〜
一
六
九
四
）
は
伊
賀
国

い
が
の
く
に

上
野

う

え

の

（
現
在
の
三
重
県
上
野
市
）

の
生
ま
れ
で
す
。
三
十
四
歳
の
こ
ろ
、
俳
諧
の
師
匠
と
し
て
独
立
し
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）

に
は
住
居
を
江
戸
深
川

ふ
か
が
わ

に
移
し
て
い
ま
す
。
門
人
が
、
庭
に
芭
蕉
の
株
を
植
え
た
こ
と
か
ら
、
こ
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の
住
居
の
こ
と
を
「
芭
蕉

ば
し
ょ
う

庵あ
ん

」
と
呼
び
、「
芭
蕉
」

の
俳
号
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

芭
蕉
の
句
は
、
自
己
の
生
活
の
中
に
「
わ
び
」

「
さ
び
」（
落
ち
着
い
た
お
も
む
き
の
こ
と
）
の
世

界
を
表
現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
芭
蕉
は
人
生
を
旅

と
と
ら
え
、『
野の

ざ
ら
し
紀
行

き

こ

う

』
や
『
奥お

く

の
細
道

ほ
そ
み
ち

』

な
ど
多
く
の
紀
行
文
を
残
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』
の
旅
で
、
越
前
に
も
き
て

い
ま
す
。
そ
の
時
期
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

八
月
で
、
金
津

か

な

づ

か
ら
福
井
、
永
平
寺

え
い
へ
い
じ

に
参
詣

さ
ん
け
い

し
た

あ
と
、
麻
生
津

あ

そ

う

づ

、
鯖
江
、
武
生

た

け

ふ

を
経
て
、
敦
賀

つ

る

が

に

向
っ
て
い
ま
す
。
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四
、
人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎

人
形
浄
瑠
璃
と
い
う
の
は
、
浄
瑠
璃
の
語
り
と
、
三
味
線

し
ゃ
み
せ
ん

、
そ
れ
に
操
り
人
形
と
が
結
び
つ
い

た
総
合
演
劇
で
す
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
上
方
で
普
及
し
、
元
禄
期
に
竹
本
義
太
夫
が
出
て
流

行
し
ま
し
た
。
京
都
や
江
戸
・
大
坂
の
芝
居
小
屋
で
は
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
が
盛
ん
に

演
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

近
松
の
浄
瑠
璃
作
品
は
百
編
を
超
え
、
こ
れ
ら
は
「
時
代
物

じ
だ
い
も
の

」
と
「
世
話
物

せ

わ

も

の

」
に
大
別
さ
れ

ま
す
。「
時
代
物
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
・
事
件
や
伝
説
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
作
品
で
、

英
雄
な
ど
も
登
場
し
ま
す
。「
世
話
物
」
は
身
近
な
町
人
の
姿
を
簡
潔
な
形
式
で
表
現
し
た
も
の

で
す
。

江
戸
時
代
に
は
歌
舞
伎
も
お
お
い
に
流
行
し
ま
す
。
元
禄
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
歌
舞
伎
を
と

く
に
「
元
禄
歌
舞
伎
」
と
呼
び
ま
す
。
有
名
な
市い

ち

川か
わ

団
十
郎

だ
ん
じ
ゅ
う
ろ
う

や
坂
田
藤
十
郎
な
ど
の
人
気
役
者

が
活
躍
し
、
数
多
く
の
新
作
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
元
禄
歌
舞
伎
の
世
界
で
も
き
わ
だ
っ
て
い
た
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の
が
近
松
で
す
。
近
松
は
『
傾
城

け
い
せ
い

壬
生

み

ぶ

大
念
仏

だ
い
ね
ん
ぶ
つ

』
や
『
一
心

い
っ
し
ん

二
河

に

が

白
道

び
ゃ
く
ど
う

』
な
ど
お
よ

そ
三
十
点
の
作
品
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
近
松

四
十
歳
（
数
え
年
で
四
十
一
歳
）
か
ら
十
年

間
の
活
動
は
、
歌
舞
伎
作
品
の
執
筆
に
重
点

が
お
か
れ
、
元
禄
歌
舞
伎
の
中
心
的
な
担
い
手

と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
越
前
を
舞
台
と
し
た
作
品
（
浄
瑠

璃
の
『
傾
城
反
魂
香

け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う

』
や
歌
舞
伎
の
『
傾
城

け
い
せ
い

仏ほ
と
け

の
原は

ら

』
な
ど
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
日
で

も
多
く
の
近
松
作
品
が
演
じ
ら
れ
、
人
々
に
感

動
を
与
え
、
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
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