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世
ェ
已

最
も
平
柑
だ
っ
た
江
戸
時
代

に

つ

し

ん

に

ち

明
治
H

本
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
、
H

消
•
H

露
戦
争
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

H
本
は

H
消
戦
争
に
お
い
て

は
消
（
中
国
）
と
、

H
露
戦
争
で
は
ロ
シ
ア
と
戦
っ

い
さ
な

た
。
し
か
し
、
戦
争
を
誘
っ
た
―
つ
の
要
因
が
朝
鮮

側
に
あ
っ
た
事
実
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
な
い
。

H
朝
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、

H
本
で
い
う
江
戸

時
代
が
、
最
も
平
穏
な
時
代
で
あ
っ
た
。

当
時
、

H
本
と
朝
鮮
は
、
と
も
に
い
わ
ゆ
る
「
鎖

国
」
状
態
に
あ
り
、
交
流
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

よ
く
朝
鮮
通
信
使
が
話
題
に
さ
れ
る
が
、
二
TH
六
卜

年
で
わ
ず
か
十
数
回
の
み
だ
。

ひ
よ
う
り
ゆ
う
み
ん

し
か
し
、
漂
流
民
を
互
い
の
国
に
帰
す
送
還
シ

ス
テ
ム
は
、
十
分
に
機
能
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
両

あ
う
ん

国
は
阿
畔
の
呼
吸
で
交
流
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
平

和
な
状
態
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
も

交
流
を
深
く
す
れ
ば
、
徳
川
幕
府
の
将
軍
と
朝
鮮
王

朝
の
国
王
の
ど
ち
ら
が
上
か
、
な
ど
の
潜
在
的
で
ナ

イ
ー
ブ
な
問
題
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。

一
方
、
朝
鮮
が
深
い
関
係
に
あ
り
、
様
々
な
問
題

が
生
じ
た
の
が
、
清
で
あ
っ
た
。

消
の
前
の
王
朝
で
あ
る
明
と
朝
鮮
の
関
係
は
、
徳

の

A
z
m
`
`
 r
 a
 
K
 a
 n
 P
R
O
F
I
L
E

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力

木
村
幹
髯
出
曰
mmm

『
高
宗
•
閲
妃
』
、
『
韓
国
に
お
け
る
「
権
威
主
義
的
」
体
制
の
成
立
」
（
サ
ン
ト
リ
ー

学
芸
賞
）
、
『
朝
鮮
／
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
小
国
」
意
識
」
（
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
賞
）
、
「
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か
」
（
読
売
・
吉
野
作
造
賞
）
な
ど
が
あ
る
。

れ
つ
き
よ
う

十
九
棋
紀
、
欧
米
列
強
の
侵
出
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
は
激
痕
が
走
っ
た
。
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ

に

つ

し

ん

に

ち

ろ

ク
ト
と
も
言
う
べ
き
出
来
事
だ
が
、
そ
の
後
、

H
本
は
国
運
を
懸
け
て

H
情
戦
争
、

B
露
戦
争
に
臨

む
。
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
で
、
キ
ー
と
な
っ
て
い
た
の
が
朝
鮮
の
動
き
で
あ
っ
た
。

た
と

川
幕
府
と
地
方
の
有
力
藩
に
喩
え
る
と
わ
か
り
や
す

さ
つ
ま

い
。
た
と
え
ば
薩
摩
藩
は
、
通
常
そ
の
内
部
の
政
治

か
ん
し
よ
う

で
幕
府
に
干
渉
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
幕

ま
ぬ
か

府
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
干
渉
を
免
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

ス

だ
が
、
一
六
四
四
年
に
消
が
誕
生
す
る
。
国
を
建
ぅ

ま

ん

し

ゅ

う

や

ば

ん

ジ

殿
メ

て
た
満
州
族
を
、
朝
鮮
は
そ
れ
ま
で
北
方
の
野
蛮
―

政

ィ

し
ん人

だ
と
見
下
し
て
い
た
。
そ
ん
な
相
手
に
、
明
と
同
勤
ナマ

ふ
ん
き
ゆ
う

宮
ァ守

じ
関
係
を
続
け
る
べ
き
か
、
国
内
は
紛
糾
し
た
。

ば

か

貞

一
方
の
清
も
、
朝
鮮
が
自
分
た
ち
を
馬
鹿
に
し
て

鮮

写

朝

c 90 



特集2●これだけは知っておきたい「H朝rffl係史」

き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
結
果
、
消
と
朝
鮮
は
多

く
の
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
、
十
九
世
紀
の
i

ウ
エ
ス

タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
ク
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

た

い

じ

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
最
初
に
欧
米
と
対
峙
し
た

の
が
、
消
だ
。
一
八
四
〇
＼
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争

く
つ
ぶ
く

で
、
消
は
イ
ギ
リ
ス
軍
に
屈
服
し
た
。

か
え
い

次
が
、

H
本
で
あ
る
。
象
徴
的
な
の
が
、
嘉
永
六

年
(
-
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
で
あ
り
、
さ
ら
に

あ
ん
せ
い

安
政
五
年
(
-
八
五
八
）
に
は
、

H
米
修
好
通
滴
条

約
を
締
結
し
た
。

そ
し
て
朝
鮮
が
、
一
八
六
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
（
丙

寅
洋
擾
）
、
七
一
年
に
ア
メ
リ
カ
（
辛
未
洋
擾
）
の

き
よ
う
い

侵
攻
を
受
け
、
列
強
の
脅
威
と
直
面
し
た
。

こ
う
そ
う

当
時
の
朝
鮮
国
王
は
高
宗
で
あ
っ
た
が
ま
だ
幼

だ

い

い

ん

く

ん

に

ぎ

く
、
そ
の
実
父
・
大
院
村
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
。

朝
鮮
国
王
の
特
徴
は
、
口
本
の
幕
府
や
大
名
と
違

っ
て
、
独
日
の
軍
隊
も
経
済
基
盤
も
持
っ
て
い
な
い

こ
と
だ
。
加
え
て
悩
宗
の
血
筋
は
直
系
で
は
な
く
、

ふ
し
ん

王
権
強
化
に
腐
心
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

高
宗
や
大
院
村
が

H
指
し
て
い
た
の
は
、
王
家
を

中
心
と
し
た
独
立
国
家
—
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
う
と

こ
ろ
の
絶
対
王
政
の
建
設
だ
。
そ
ん
な
時
に
や
っ
て

き
た
の
が
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
っ
た
。

B
・
請
・
禰
、

そ
れ
ぞ
れ
の
洒
洋
と
の
出
会
い

写其は表示していません。



朝
鮮
は
古
来
、
地
政
学
的
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い

て
欧
米
の
情
報
や
影
響
が
最
も
遅
れ
る
位
置
に
あ

る。
H
本
は
鎖
国
制
度
を
布
き
な
が
ら
も
、
洒
洋
の
知

で
じ
ま

識
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
に
は
出
島
の
よ
う

な
存
在
す
ら
も
な
く
、
前
述
の
通
り
、
欧
米
の
軍
事

勢
力
が
現
わ
れ
た
の
も
最
後
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
「
閉
じ
ら
れ
た
恨
界
」
で
生
き
て
き
た
朝

鮮
に
と
っ
て
、
モ
デ
ル
と
し
て

H
を
向
け
ら
れ
る
の

は
、
ま
ず
隣
国
だ
っ
た
。

し
か
し
当
時
の

H
本
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
モ
デ
ル

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
後
枇
を
生
き
る
我
々
に
は
、

開
国
し
て
富
国
強
兵
を
果
た
す
8
本
は
成
功
例
に
見

え
る
。
し
か
し
当
時
の
朝
鮮
王
朝
か
ら
す
れ
ば
、
「
18

体
制
の
徳
川
幕
府
は
吹
き
飛
ん
だ
。
も
し
も
同
じ
道

を
た
ど
れ
ば
、
朝
鮮
王
朝
も
消
滅
す
る
」
と
見
え
て
い

た
。
江
戸
幕
府
と
良
好
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
朝
鮮

王
朝
か
ら
す
れ
ば
、
当
た
り
前
の
理
解
だ
と
言
え
る
。

他
方
、
朝
鮮
は
消
か
ら
も
異
な
る
教
訓
を
得
て
い

た
。
そ
れ
は
、
洒
洋
列
強
に
対
す
る
の
に
、
「
軍
事
的

オ
プ
シ
ョ
ン
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
朝

鮮
は
自
国
を
「
小
国
」
、
消
を
「
大
国
」
と
称
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
複
雑
な
感
情
を
持
ち
つ

つ
も
、
消
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
認
め
て
い
た
か
ら

だ
。
そ
の
消
が
、
無
残
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
文
明
開
化
の
道
を
歩
ま
ず
、
軍
事
的
オ
。
フ

て
い
ね
ん

シ
ョ
ン
も
諦
念
し
た
朝
鮮
王
朝
が
と
っ
た
行
動
は
、

何
か
。
そ
れ
は
「
自
ら
を
守
っ
て
く
れ
る
同
盟
国
を

探
す
」
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
朝
鮮
国
内
で
は

こ
の
後
、
親
消
派
、
親
H
派
、
さ
ら
に
は
親
ロ
シ
ア
派

が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
H

消
•
8

露
戦
争

の
背
景
の
一
っ
と
な
る
。

こ
う
し
た
朝
鮮
の
姿
勢
は
、
し
ば
し
ば
「
事
大
主

義
」
と
称
さ
れ
る
。
彼
ら
の
軍
事
的
無
力
感
に
根
差

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
、
「
小
国
」
が
厳
し
い
国
際
社
会
を
生
き
抜

す
べ

く
た
め
の
術
で
も
あ
っ
た
。

朝
鮮
王
朝
は
財
政
規
模
が
小
さ
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
十
九
世
紀
末
の
明
治
政
府
と
朝
鮮
王
朝
政
府
の

け
た

財
政
状
況
規
模
を
比
べ
る
と
、
文
字
通
り
桁
幾
つ
も

違
う
。ま

た
、
朝
鮮
王
朝
は
幕
府
や
諸
大
名
の
よ
う
な
強

大
な
国
家
的
軍
事
力
も
持
た
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
朝
鮮
は
、
時
に
は
国
内
の
反
乱
鎮
圧

に
も
、
よ
り
大
き
な
軍
事
力
を
持
つ
周
辺
国
に
依
存

し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な

ひ

い
の
が
、
朝
鮮
で
は
そ
れ
を
必
ず
し
も
、
卑
下
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
は
、
考
え
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
「
自
分
た
ち
は
弱
者
な
の
だ
か
ら
、

ひ

ご

強
者
の
庇
護
を
う
け
る
の
は
当
然
だ
」
。
彼
ら
は
時

に
、
そ
う
堂
々
と
主
張
し
た
。

こ
の
一
見
、
我
々
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
「
割
り

切
り
」
は
、
実
は
極
め
て
現
実
的
な
思
考
で
あ
る
。

大
き
な
財
源
を
持
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
巨
大
な
軍
事

力
が
持
て
な
く
て
も
、
国
際
社
会
で
生
き
て
い
く
た

め
に
は
、
ど
う
す
べ
き
か
。
そ
ん
な
命
題
と
、
長
い

歴
史
の
中
で
向
き
合
い
、
た
ど
り
着
い
た
の
が
、
事

大
主
義
、
と
い
う
戦
略
だ
と
言
え
る
。

1

1

つ
の
輯
争
へ
の
道

さ
て
、
そ
ん
な
朝
鮮
に
、

8
本
も
消
も
影
響
力
を

及
ぽ
そ
う
と
し
た
。

8
本
が
安
全
保
障
上
、
清
の
勢

力
拡
大
を
防
ご
う
と
し
た
の
に
対
し
、
清
の
側
も
グ

レ
ー
ゾ
ー
ン
に
し
て
い
た
朝
鮮
を
実
質
的
な
支
配
下

し
よ
う
と
つ

に
置
こ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
両
国
は
衝
突
す
る
。

じ
ん
ご

一
八
八
二
年
、
朝
鮮
で
壬
午
軍
乱
と
い
う
内
乱
が

起
き
る
と
、
消
が
混
乱
を
制
圧
。
そ
の
ま
ま
、
清
軍

ち

ゅ

う

と

ん

き

ん

ぎ

よ

く

き

ん

は
朝
鮮
に
駐
屯
し
た
。
そ
の
後
、
金
玉
均
ら
一
部
開

化
派
が

H
本
公
使
館
と
組
ん
で
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ

す
が
、
こ
れ
も
清
軍
が
鎮
圧
し
た
。
一
八
八
六
年
に

ほ
く
よ
う

は
、
清
の
北
洋
艦
隊
が
長
崎
港
に
寄
港
し
、
そ
の
威

せ
い勢

を
誇
る
事
件
も
起
き
、

8
本
は
消
の
勢
力
拡
大
に

強
烈
な
危
機
感
を
抱
く
。

こ
う
し
て

H
清
の
緊
張
感
は
高
ま
り
、
一
八
九
四

と
う
が
く

年
の
東
学
農
民
戦
争
を
き
っ
か
け
に
、

H
消
戦
争
へ

と
突
入
。
結
果
、

H
本
が
勝
利
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
で
東
ア
ジ
ア
の
動
乱
が
治
ま
っ
た

［歴史街道 2017.12) 92 
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わ
け
で
は
な
い
。

H
消
戦
争
前
、
国
内
で
親
H
派
、
親
消
派
が
勢
力

争
い
を
し
て
い
る
な
か
、
高
宗
は
こ
の
ま
ま
で
は
両

国
の
ど
ち
ら
か
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
た
。
そ
こ
で
浮
上
し
た
の
が
、
ロ
シ
ア
で
あ
る
。

当
時
の
-
9

回
宗
か
ら
見
て
、
ロ
シ
ア
ほ
ど
頼
り
が
い

の
あ
る
国
は
な
い
。
ニ
コ
ラ
イ
ニ
世
の
も
と
絶
対
的

な
王
制
が
布
か
れ
て
お
り
、
軍
事
力
も

H
本
、
消
を

し
の

遥
か
に
凌
ぐ
、
世
界
的
な
大
国
だ
。

こ
う
し
て
i
9

回
宗
は
朝
露
密
約
を
結
び
、

H
消
戦
争

後
に
は
、
強
ま
る

H
本
の
圧
力
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、

自
ら
ロ
シ
ア
公
使
館
に
逃
げ
込
む
、
と
い
う
思
い
切

っ
た
賭
け
に
出
た
。

結
果
、
ロ
シ
ア
の
勢
力
を
引
き
込
み
、

H
露
両
国

き
ん
こ
う

の
間
で
均
衡
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
、
高
宗

は
一
八
九
七
年
、
大
韓
帝
国
の
成
立
を
宜
言
す
る
。

中
国
の
威
勢
を
恐
れ
て
、
「
国

t
」
の
称
号
に
廿
ん

じ
て
き
た
朝
鮮
の
村
主
が
、
「
皇
帝
」
の
称
号
を
得

た
の
は
、
歴
史
上
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
ロ
シ
ア
が
勢
力
を
南
に
伸
ば

し
た
こ
と
を
、

H
本
は
自
ら
へ
の
深
刻
な
脅
威
だ
と

捉
え
た
。
そ
し
て
、

H
露
戦
争
が
起
き
る
。

ふ

う

し

が

有
名
な
風
刺
画
に
、

H
本
と
泊
が
朝
鮮
半
島
を
釣

り
、
そ
の
様
子
を
ロ
シ
ア
が
脱
む
、
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
だ
が
実
際
は
、
朝
鮮
は
た
だ
釣
ら
れ
て
い
た

訳
で
は
な
い
。

H
消
両
国
に
釣
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た

は

朝
鮮
は
、
自
ら
ロ
シ
ア
の
方
に
向
か
っ
て
跳
ね
て
見

せ
、
ロ
シ
ア
を
朝
鮮
半
島
に
引
き
込
ん
だ
の
だ
。
事

大
主
義
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
朝
鮮
は
「
た
だ
釣
ら
れ

る
の
を
待
っ
」
と
い
う
受
動
的
な
国
で
は
な
か
っ
た
。

た
＜

そ
の
意
味
で
は
、

H
露
戦
争
は
高
宗
の
巧
み
な
ー

し
か
し
危
険
な
ー
勢
力
均
衡
外
交
が
も
た
ら
し
た
も

の
だ
、
と
言
え
な
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
高
宗
は
自

国
が
生
き
延
び
る
た
め
、
自
ら
朝
鮮
半
島
を
「
東
洋

の
火
薬
庫
」
に
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
宗
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
こ
こ

ま
で
だ
っ
た
。

H
本
が
ロ
シ
ア
を
破
り
、
朝
鮮
半
島

に
お
け
る

H
本
の
権
益
を
、

H
露
両
国
の
み
な
ら
ず
、

英
仏
米
を
含
む
す
べ
て
の
列
強
が
認
め
る
、
と
い
う

事
態
が
出
現
し
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
「
勢
力
均
衡
外

交
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
失
っ
た
韓
国
は
、
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へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
歴
史
の
イ
フ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
戊
辰

よ
し
の
ぶ

戦
争
で
、
徳
川
慶
喜
が
積
極
的
に
フ
ラ
ン
ス
軍
を
招

き
入
れ
て
徹
底
抗
戦
を
し
て
い
れ
ば
|
|
。
幕
府
は

勝
利
し
て
も
、

H
本
は
フ
ラ
ン
ス
の
絶
大
な
影
響
下

に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
も
矧
れ
な
い
。
自
ら

の
権
力
を
守
る
た
め
に
は
外
国
勢
力
を
も
利
用
す
る

ー
。
慶
喜
が
取
ら
な
か
っ
た
そ
の
選
択
肢
を
、
現

実
に
移
し
た
の
が
高
宗
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼

に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
の
か

も
矧
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
慶
喜
が
早
々
に
政
権
を

一
八
九
四
ー
九
五

一
八
九
七

＿九
0
0

一九
0
四
S
O五

一
九
一
〇

一
八
九
四

＿
八
四
〇
＼
四
二

一
八
五
三

一
八
六
六

＿
八
六
八

一
八
七
一

＿
八
八
二

失
っ
た
の
に
対
し
、
高
宗
は
あ
の
混
乱
を
極
め
た
朝

鮮
半
島
に
お
い
て
、
一
九

0
七
年
ま
で
君
主
の
座
を

維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
か
ら
。

も
ち
ろ
ん
、
歴
史
に
正
解
は
な
い
。
た
だ
、

8
本

で
は
、
国
内
闘
争
が
あ
っ
て
も
、
「
命
ま
で
は
取
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
に
対
し

あ

い

づ

ま

つ

だ

い

ら

か

た

（
事
実
、
長
州
藩
の
因
縁
の
敵
・
会
津
藩
の
松
平
容

も
り保

も
切
腹
し
て
い
な
い
）
、
朝
鮮
や
中
国
で
は
政
争

に
敗
れ
た
側
は
、
厳
し
く
処
断
さ
れ
た
。
そ
う
し
た

両
国
の
歴
史
や
様
々
な
文
化
の
違
い
も
、
歩
む
道
を

大
き
く
分
か
っ
た
理
由
の
一
っ
か
も
し
れ
な
い
。
R

B
禰

贋

俸

史

年

表

ア
ヘ
ン
戦
争
。
清
、
イ
ギ
リ
ス
に
敗
れ
る

日
本
に
黒
船
が
来
航
す
る

丙
寅
洋
擾
。
フ
ラ
ン
ス
が
朝
鮮
に
侵
攻

日
本
で
明
治
維
新
が
起
こ
る

辛
未
洋
擾
。
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
に
侵
攻

朝
鮮
で
壬
午
軍
乱
が
起
き
る
。
清
、
朝
鮮
へ
の

影
響
力
を
強
め
る

東
学
農
民
戦
争
（
東
学
党
の
乱
）
。
日
本
と
清
、

朝
鮮
内
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
出
兵

日
清
戦
争

高
宗
、
ロ
シ
ア
を
後
ろ
盾
に
、
大
韓
帝
国
を
成
立

北
清
事
変
、
勃
発

日
露
戦
争

日
韓
併
合
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