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士
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観
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の
生
成
と
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*

伊

藤

暢

行

江
戸
時
代
の
民
衆
、
特
に

一
八
世
紀

以
降
の
日
本
の

一
般
民
衆
は
旅
行
好
き
で

あ

っ
た
。
「可
愛

い
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
コ

生
に

一
度
は
伊
勢
参
り
」
な
ど
の

言
葉
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。
古
代

・
中
世
の
日
本
に
お
い
て
は
、
貴
族
や
武

士
、
商
人
や

一
部
の
有
力
農
民
が
旅
の
主
体
で
あ

っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
り
、

民
衆
の
生
活
が
向
上
し
、
街
道

の
整
備
が
進
む
こ
と
に
よ

っ
て
多
く
の
民
衆
が
旅

ハ
　

　

に
出
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。

江
戸
時
代
の
旅
人
た
ち
が
書
き
残
し
た
旅
日
記
を
読
ん
で
み
る
と
、
出
発
地
に

関
係
な
く
、
そ
の
ル
ー
ト
は
皆

一
度
通

っ
た
所
は
必
要
が
無

い
限
り
二
度
通
ら
な

　
　

　

い
、
循
環
的
性
格
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
旅
人
た
ち
は
共
通
し

て
伊
勢
参
宮
と
畿
内
見
物
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
伊
勢
参
宮
後

の
行
動
に
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

一
つ
は
伊
勢
か
ら
紀
伊
半
島
を
南
下
し

熊
野

へ
向
か
い
、
西
国
三
十
三
箇
所
巡
礼
を
行
う
者
、
も
う

一
つ
は
伊
勢
か
ら
伊

賀
方
面
若
し
く
は
近
江

へ
向
か

い
、
京
都

・
奈
良

へ
行
く
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

循
環
ル
ー
ト
の
原
因
と
し
て
、

一
生

に

一
度

の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ

っ
た
旅

に
お
い
て
、
同
じ
道
を
二
度
歩
く
不
利
益
よ
り
も
、

一
箇
所
で
も
多
く
の
見
知
ら

ぬ
土
地
を
訪
問
す
る
利
益
を
追
求
し
た
い
と

い
う
感
情
が
働

い
た
こ
と
、
ま
た

　
ヨ

　

「聖
性
」

の
意
識
が
考
え
ら
れ
る
。

旅

の
目
的
地
の

一
つ
に
奈
良
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
収
集
し
た
日
記
の
中
で
奈
良

が
登
場
す
る
最
古
の
も
の
は
元
禄
六

(
一
六
九
三
)
年
の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の

　
　

　

前
後
、
東
大
寺
復
興
と

い
う
大
事
業
が
あ
り
、
ま
た
多
く
の
名
所
案
内
記
が
出
版

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
が
奈
良
が
観
光
ル
ー
ト
に
編
入
さ
れ
る
決
定
的
な

時
期
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

旅
日
記
を
読
ん
で
い
く
と
、
旅
人
た
ち
は
出
立
前
に
入
念
な
事
前
学
習

・
準
備

を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
旅
人
は
祖
先
の
日
記
や
地
域
に
残
る
日
記
を
読
み

旅
の
準
備
を
し
、
ま
た
自
分
の
興
味
の
あ
る
名
所

・
旧
跡
の
情
報
を
仕
入
れ
て
い

た
。
観
光
地
に
存
在
す
る
案
内
人
が
驚
く
ほ
ど
、
事
前
に
学
習
し
て
い
た
旅
人
も

い
た
。

従
来
、
江
戸
時
代
の
旅
は

「信
仰
を
名
目
と
し
た
遊
楽
目
的
の
も
の
」
と
説
明

　
ら

　

さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
旅
日
記
を
読
む
と
寺
社
参
詣
し
な
が
ら
も
各
地
の
名
所
を

見
物
し
、
名
物
を
食
べ
、
芝
居
を
見
る
な
ど
観
光
ら
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
り
、
通
説
の
通
り
参
詣
と
遊
楽

が
入
り
混
じ

っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
っ
た
中
で
も
旅
先
で
最
先
端
の
農
業
技
術
や
土
木
工

事
、
建
築
、
海
外
の
風
俗
な
ど
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
学
習
し
よ
う
と
し
て
い
る

旅
人
が
い
る
。
遊
楽
が
主
体
か
、
そ
れ
と
も
学
習
が
主
体
か
、
旅
日
記
の
記
述
か

ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
時
代
中
期

に
は
既
に
こ
う

い
っ
た
形
の
旅
が
存
在
し

て
お
り
、
江
戸
時
代
の
旅
は

「信
仰
を
名
目
と
し
た
遊
楽
目
的
の
も
の
」
の

一
言

で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

旅
日
記
の
表
題
を
見
て
み
る
と
、
「
伊
勢
」
や

「参
宮
」
と

い
う
語
句
を
掲
げ

る
日
記
が
多

い
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旅
人
は
確
実
に
伊
勢
に
立
ち
寄
る
。

幕
藩
体
制

の
建
前
と
し
て
は
、
民
衆
は
無
断
で
村
や
家
を
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
が
、
伊
勢
参
宮
と
湯
治
の
旅
は
例
外
と
し
て
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め

「伊
勢
参
宮
」
は
江
戸
時
代
の
民
衆

に
と

っ
て
、
日
常
生
活
か
ら
離
れ
る
格
好

の
方
便
で
あ

っ
た
。

だ
が
日
記
を
読
む
と
、
伊
勢
で
は
参

宮
よ
り
も
他
の
出
来
事
を
よ
り
詳
し
く
書

い
て
い
る
。
そ
れ
は
御
師

の
も
て
な
し

で
あ

っ
た
。
村
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
よ
う
な
豪
華
な
食
事
や
寝
具
を
提
供

さ
れ
、
常
に
駕
籠
に
乗
り
、
土
産
も
持
た

さ
れ
た
。
伊
勢
で
は
参
宮
よ
り
も
寧
ろ
普
段

の
生
活
で
は
決
し
て
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
こ
う
し
た
出
来
事
を
楽

し
む
こ
と
が
伊
勢
を
目
指
す
動
機
に
な

っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際

に

「伊
勢
参
宮

大
神
宮

へ
も
ち
ょ
っ
と

寄
り
」
と
い
う
川
柳
も
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

旅
人
を
迎
え
る
側
に
は
ど
う

い
っ
た
動
き
が
あ

っ
た
の
か
。
ま
ず
現
地
の
人
々

は
旅
人
に
何
を
見
て
も
ら

い
た
か

っ
た

の
か
。
奈
良
に
限
定
し
て
考
え
る
。

江
戸
時
代
、
奈
良

・
大
和
に
関
す
る
多
く
の
案
内
記
類
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は

先
に
述
べ
た
。
そ
れ
ら
は
現
地
の
人
々
へ
の
取
材
に
よ

っ
て
、
ま
た
文
献
調
査
に

よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
れ
ば
現
地
の
人
々
が
旅
人
に
何
を
見

せ
た
か

っ
た
の
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
古
代

へ
の
憧
憬
的
な

雰
囲
気
が
漂

っ
て
く
る
。
興
福
寺
や
元
興
寺

の
焼
失
後
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
ら
が

往
事
の
ま
ま
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
絵
図
も
存
在
す
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
で
は

国
学
の
隆
盛
に
伴

い
古
代
回
帰

の
風
潮
が
広
が

っ
て
お
り
、
古
代
の
都
で
あ

っ
た

奈
良
で
は
、
特
に
古
代
と

い
う
も

の
を
意
識
さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
旅
人
た
ち
は
堂
の
名
称
や
寸
法
、
形
な
ど
、
全
く
違
う
も
の
に
興
味
を

持

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
学
者
や
知
識
人
は
大
和
に
点
在
す
る
古
代
の
遺
物

・
遺
跡

や
伝
説
に
非
常
に
興
味
を
持

っ
て
歩

い
て
い
た
が
、
通
常
そ
う
い
っ
た
も
の
は
意

識
さ
れ
て
は
い
な

い
よ
う
に
思
え
る
。

最
後
に
近
世
に
入

っ
て
観
光
地
と
な

っ
た
伊
勢
や
畿
内
に
お
い
て
、
代
表
的
な

観
光
名
所
で
あ
る
寺
社
な
ど
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
考
え
る
。

ま
ず
伊
勢
の
御
師
だ
が
、
近
世
に
な
り
民
衆
の
寺
社
参
詣
が
盛
ん
に
な
る
と
、

神
職
の
性
格
を
後
退
さ
せ
、
商
業
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、

御
師
は
自
宅
に
旅
人
を
泊
め
、
旅
人
は
食
事

・
寝
具

・
駕
籠

の
提
供
、
神
楽
奉
納

な
ど
数

々
の
も
て
な
し
を
受
け
た
。
旅
人
は
そ
れ
を
有
難
が

っ
て
村
に
帰

っ
て
い

き
、
村

の
住
民
た
ち
に
伊
勢
の
話
を
広
め
た
。
御
師
は
見
事
に
宣
伝
に
成
功
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
旅
人
に
夢

の
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
御
師
の
下
に
再

び
客
が
集
ま

っ
て
く
る
。
伊
勢
御
師
は
、
ま
さ
に
現
代
の

「旅
行
サ
ー
ビ
ス
業
」

の
原
型
と
言

っ
て
良

い
だ
ろ
う
。

一193一



伊藤 近世的観光の生成と展開47

次
に
寺
社
だ
が
、
か
つ
て
広
大
な
荘
園
を
持
ち
、
権
力
を
握

っ
て
い
た
寺
社
も

荘
園
の
解
体
や
末
寺

の
独
立
な
ど
で
、
経
済
的
に
困
窮
す
る
。
そ
こ
で
寺
社
は
出

開
帳
や
拝
観
料
を
取
り
財
政
を
支
え
る
た
め
の
努
力
を
し
て
い
た
。

最
後
に
公
家
で
あ
る
。
多
く
の
旅
人
は
京
都
を
訪
れ
る
と
禁
裏
に
赴

い
て
い
た
。

そ
こ
で
白
河
大
納
言
か
ら
金
銭
を
払

っ
て
接
待
を
受
け
る
。
こ
れ
も
狙

い
は
伊
勢

の
御
師
と
同
じ
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「観
光
」
と

い
う
言
葉
は
、
元
々
は

『易
経
』
に
見
ら
れ
る
言
葉
が
基
に
な

っ

て
お
り
、
「国

の
光
」
を
観
る
、
つ
ま
り
そ

の
土
地
の
優
れ
た
文
物
を
観
る
と

い

う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
語
の
通
り
、
江
戸
時
代
の
旅
人
た
ち
は
現
代

の
観
光
客
よ

り
も
実
に
詳
し
く
各
地
の
文
物
を
見
物

し
て
歩

い
た
。
「観
光
」
と
い
う
言
葉
は

江
戸
時
代

の
日
本
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
が
、
当
時
の
観
光
は
そ
の
語

の
通
り
の

も
の
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

新
城
常

三

『新
稿
社
寺
参
詣

の
社
会
経
済
史
的
研
究
』

高

橋
陽

一

「多

様
化

す
る
近

世

の
旅
-
道

中
記

に
み

る
東

北
人

の
上
方
旅

行
1

」

(『
歴
史
』

九
七
)

小

野
寺
淳

「道

中
日
記
に
み
る
伊
勢
参

宮

ル
ー
ト

の
変
遷
」

(
『筑
波
大
学
人
文
地
理

学

研
究
』

一
四
)

小
松
芳
郎

「
道
中
記
に
み
る
伊
勢
参
詣
」

(
『信
濃
』
三
八
-

一
〇
)

桜
井
邦
夫

「近

世
に
お
け
る
東

北
地
方

か
ら

の
旅
」

(
『駒
沢
史
学
』
三
四
)

な
ど

の
研
究
が
あ

る
。

高
橋

陽

一

前
掲

2

高
橋
徹

「
ま
れ
び
と
、
巡
礼
、
ノ
ー
キ

ョ
ー
さ
ん
」

(
『講
座

日
本

の
巡
礼
第

三
巻

巡
礼

の
構
造
と
地
方
巡
礼
』
)

岩
鼻
道
明

「道

中
記
に
み
る
出
羽
三
山
参
詣

の
旅
」

(
4
)

(
5
)

(
『歴
史
地
理
学
』

一
三
九
)

林
亮
勝

「
元
禄

の
大
仏
殿
再
興
に

つ
い
て
ー

将
軍
家

の
か
か
わ
り
を
中
心
と
し

て
ー

」

(
『南
都
佛
教
』
四
三

・
四
四
)

『奈
良
市
史

通
史
三
』

な
ど

新
城

前
掲

1

山
本
光
正

「旅

日
記

に
み
る
近
世

の
旅

に

つ
い
て
」

(『交

通
史
研
究
』

一
三
)

な

ど

一192一


