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現
在
の
丸
の
内
と
い
う
エ
リ
ア
は 、
江
戸
時
代
ど
う
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
の

か 、
そ
れ
が
私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー

マ
で
す 。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代 、
江
戸
に

「
丸
の
内」
と
い
う
地
名
は 、
正
式
に
は
存
在
し
な
い
の
で
す
ね 。
通
称
と
し

て
は
あ
っ
た
の
で
す
け
ど
も 、
史
料
に
も
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん 。
目
に
触
れ

た
ひ
と
つ
ふ
た
つ
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が 、
「
丸
の
内
き
ょ
ろ
り
き

ょ
ろ
り
と
田
舎
者」 、
こ
れ
は
『
柳
多
留』 、
川
柳
を
あ
つ
め
た
も
の
に
で
て
い

る
句
で
す 。
丸
の
内
で
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
い
る
様
子
か
ら 、
お
の
ぼ
り
さ
ん

だ
と
わ
か
る 、
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す 。
丸
の
内
は
江
戸
の
名
所
だ
っ
た

ん
で
す
ね 。

か
わ

じ

そ
れ
か
ら 、
〔
史
料
1〕
を
ご
覧
下
さ
い 。
こ
れ
は
幕
末
に
活
躍
し
た
川
路

聖
膜
と
い
う
幕
臣 、
江
戸
開
城
が
決
ま
っ
た
日
に
自
決
し
た
人
で
す
け
れ
ど
も 、

こ
の
人
の
随
筆
に
「
遊
芸
園
随
筆」
と
い
う
の
が
あ
っ
て 、
そ
の
中
の一
節
を

挙
げ
て
み
ま
し
た 。
こ
れ
は
丸
の
内
に
盗
賊
が
多
い
と
い
う 、
ち
ょ
っ
と
面
白

丸
の
内

ま
す 。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す 。

は
じ
め
に

松
尾
で
ご
ざ
い
ま
す 。
今
日
は
「
江
戸
城
門
の
内
と
外」
と
い
う
テ
ー

マ
で

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す 。
原
さ
ん
や
米
山
さ
ん
の
前
座
の
報
告
で
ご
ざ
い

【
報

告
1

】

江
戸
城
門
の
内
と
外

い
話
で
す 。
語
り
手
は
榊
原
主
計
頭
と
い
う
当
時
七
十一
歳
の
老
人 、
彼
が
子

供
の
頃
の
師
匠
で
懇
意
に
し
て
い
た
能
勢
河
内
守
と
い
う
人
が 、
あ
る
執
政
の

屋
敷
に
出
か
け
て
ー

執
政
と
い
う
の
は
老
中
の
こ
と
で
す
が
ー

話
を
し
て
い
て

夜
遅
く
な
り
ま
し
た 。
老
中
は
能
勢
河
内
守
に 、
「
飯
田
町
の
辺
り
は
物
騎
だ

か
ら
も
う
お
帰
り
な
さ
い」
と
言
い
ま
し
た 。
能
勢
の
屋
敷
は
飯
田
町 、
現
在

の
飯
田
橋
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う 。
す
る
と
能
勢
は
「
丸
の
内
こ
そ

物
騒
で
す 。
そ
の
他
の
処
は
物
騒
で
は
あ
り
ま
せ
ん」
と
言
う
の
で 、
老
中
は

不
思
議
に
思
っ
て
「
何
故
か」
と
問
う
と 、
能
勢
は
「
丸
の
内
に
は
盗
賊
が
多

い
か
ら
で
す」
と
答
え
ま
し
た 。
「
丸
の
内
に
盗
賊
が
居
る
は
ず
も
な
い」
と

老
中
が
言
い
ま
す
と 、
「
い
や 、
昼
も
横
行
し
て
い
て
歩
く
の
も
怖
い」
と
言

う
の
で 、
老
中
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
火
附
盗
賊
改
の
報
告
に
も
な
く 、
疑
わ
し

い」
と
言
い
ま
す
と 、
能
勢
は
「
あ
な
た
は
ま
だ
お
解
り
に
な
り
ま
せ
ん
か 。

そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
お
方
か
ら
し
て
物
取
り
で 、
そ
の
他
に
も
多
く
の
盗

賊
が
横
行
し
て
い
ま
す 。」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す 。
語
り
手
の
榊
原
主

計
頭
は
「
よ
く
ぞ
言
っ
た
も
の
だ」
と 、
「
本
当
に
狂
直
な
人
だ
と
驚
い
た」

と
い
う
お
話
で
す 。
能
勢
河
内
守
（
頼
忠 、
小
性・
小
納
戸・
御
先
鉄
砲
頭
を

＊
客
員
教
授

＊
松

尾

美
恵
子
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ま
ず
初
期
の
郭
内
の
範
囲
を
見
て
み
ま
し
ょ
う 。
画
像
を
お
願
い
し
ま
す 。
図

歴
任 。
安
永
三
年
没）
と
い
う
人
が
老
中
た
ち 、
幕
府
の
要
人
を
指
し
て
で
す

ね
「
盗
賊」
と
言
っ
た
と 。
能
勢
を
評
す
る
言
葉
と
し
て 、
「
狂
猥」
と
か

「
狂
直」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が 、
こ
れ
は
人
並
み
外
れ
て
剛
直 、

心
が
強
い
と
申
し
ま
し
ょ
う
か 、
権
勢
を
恐
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

思
い
ま
す 。
こ
れ
は
賄
賂
の
横
行
し
た
田
沼
時
代
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん 。
相
手
の
老
中
は
こ
の
と
き
ど
う
い
う
顔
を
し
た
で
し
ょ
う

こ
の
話
は 、
丸
の
内
に
は
老
中
な
ど
幕
府
要
人
の
屋
敷
が
多
か
っ
た
こ
と
を

表
し
て
お
り
ま
す 。
後
で
申
し
ま
す
け
れ
ど 、
そ
れ
は
西
の
丸
下
と
い
う
エ
リ

さ
て 、
丸
の
内
が
正
式
な
地
名
で
は
な
か
っ
た
と
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が 、

こ
の
言
葉
は
城
郭
の
「
郭
内」
を
意
味
し
て
い
ま
す 。
「
郭」
と
い
う
の
は 、

辞
書
を
引
い
て
み
ま
す
と 、
「一
定
の
地
域
を
限
り 、
そ
の
周
囲
と
区
別
す
る

た
め
に
設
け
た
囲
い」
と
あ
り
ま
す 。
城
や
砦
の
周
り
に
築
い
た
石
垣
や
土
塁

で
区
切
ら
れ
た
範
囲
を
指
し
ま
す 。
ま
た
遊
郭
の
吉
原
の
よ
う
に 、
屁
り
を
囲

わ
れ 、
多
く
の
遊
女
屋
が
集
ま
っ
て
い
る一
定
の
区
域
も
「
郭」
と
い
い
ま

お

く
る

わ

う
ち

江
戸
城
の
場
合
は
堀
で
囲
ま
れ
た
範
囲
を
「
御
曲
輪
内」
と
い
っ
て
お
り
ま

す 。
し
か
し
江
戸
城
の
郭
内 、
御
曲
輪
内
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
り
ま
す 。

1
の
「
武
州
豊
嶋
郡
江
戸
庄
図」
を
ご
覧
下
さ
い 。
こ
の
絵
図
は
寛
永
九
年

す 。 御
曲
輪
内

ア
で
す 。

f

o
 

力

が
設
け
ら
れ
ま
し
た 。

（一
六
三
二）
に
刊
行
さ
れ
た 、
と
さ
れ
る
有
名
な
江
戸
図
で
す 。
先
程
竹
内

館
長
か
ら
五
0
年
後
に
は
天
守
閣
を 、
と
い
う
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が 、
本

丸
に
天
守
閣
が
描
か
れ
て
い
ま
す 。
二
の
丸・
三
の
丸
そ
れ
か
ら
西
の
丸
も
あ

り
ま
す 。
こ
の
三
の
丸
の
範
囲
は
の
ち
西
の
丸
下
に
な
り
ま
す 。
先
程
申
し
ま

し
た 、
幕
府
要
人
の
屋
敷
な
ど
が
立
ち
並
ん
で
い
た
区
域 、
今
の
皇
居
前
広
場

の
あ
た
り
で
す 。
大
手
門
の
内
側
の
エ
リ
ア
が
の
ち
三
の
丸
と
な
り
ま
す 。
こ

れ
ら
を
取
り
囲
む
堀
の
内
側
が
郭
内
で
す 。
先
程
小
澤
室
長
も
言
わ
れ
ま
し
た

け
れ
ど
も 、
城
の
東
側
の
大
手
前 、
そ
れ
か
ら
大
名
小
路 。
こ
れ
は
当
時
か
ら

そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
か
ど
う
か
は
実
は
は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん 。
そ
れ

か
ら
北
側
の
北
の
丸 。
西
側
の
吹
上 。
こ
の
範
囲
が
郭
内
で
す 。
吹
上
に
は
御

――一
家
等
の
屋
敷
が
あ
り
ま
す 。
明
暦
の
大
火
の
後 、
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
郭
外
に

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が 。
そ
し
て
本
丸
と
吹
上
の
間
に
紅
葉
山
が
描
か

れ
て
お
り
ま
す 。
こ
こ
に
は
家
康
を
祀
る
東
照
宮
を
始
め 、
歴
代
将
軍
の
霊
廟

こ
の
絵
図
を
見
ま
す
と
外
堀
は
ま
だ
出
来
て
お
り
ま
せ
ん 。
堀
に
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も 、
そ
の
名
前
も
の
ち
の
も
の
と
は
大
分
違
っ
て
お
り

ま
す 。
例
え
ば
呉
服
橋
と
後
に
言
っ
た
の
が
後
藤
橋 。
常
盤
橋
は
当
時
大
橋 。

お
お

い

ど
の

大
炊
殿
橋
（
近
く
に
土
井
大
炊
頭
利
勝
邸）
が
の
ち
神
田
橋 。
そ
れ
か
ら 、
御

成
橋
は
後
に
幸
橋
と
い
う
ふ
う
に 。

橋
に
は
城
門
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
が 、
ま
だ
建
設
途
上
で
し
た 。
江
戸
城
の

城
門
は
後
で
も
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
多
く
枡
形
に
な
っ
て
い
ま
し
て 、
こ
の
図

で
は
四
角
で
表
さ
れ
て
お
り
ま
す 。
よ
く
見
る
と
御
成
橋
（
幸
橋）
に
は
ま
だ

門
が
出
来
て
い
ま
せ
ん 。
外
堀
が
出
来
る
の
は
そ
れ
か
ら
数
年
後 、
窟
永
十―――
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図1 「武州豊嶋郡江戸庄図」（都立中央図書館原蔵） （89900002) 
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｀己注亨賓箪醗□旦叫叩叫四
図2 元禄の江戸図と門の配置 「江戸図正方鑑」〈87201227-1〉
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江戸城門の内と外

図3 「御城外郭御門絵図井大番所絵図」
(89211060)のうち、 芝口門の図

去
さ
れ
た
今
の
銀
座
八
丁
目
辺

年
（一
七
二
四）
に
焼
け
て
撤

0
)

に
建
設
さ
れ 、
享
保
九

芝
口
門
は 、
宝
永
七
年
（一
七

丸
大
手
門
は
城
内
に
入
る
門
で

江
戸
城
門
と
見
附

い
た
の
は
橋
と
城
門
で
し
た 。

の
区
域 、
城
内
と
内
曲
輪 、
内
曲
輪
と
外
曲
輪 、
外
曲
輪
と
郭
外
を
つ
な
い
で

十
三
年
以
降
基
本
的
に
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん 。
そ
し
て
御
曲
輪
内
は
で
す
ね 、

う
ち
く
る

わ

そ
と
く
る

わ

内
堀
に
囲
ま
れ
た
内
曲
輪 、
外
堀
に
囲
ま
れ
た
外
曲
輪
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な

年
（一
六
三
六）
に
外
曲
輪 、
外
堀
が
出
来
ま
す 。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
御
曲
輪
内 、
郭
内
が
拡
大
し
ま
す 。
そ
の
全
体
の
様
子
を
固
2
で
示
し
ま
し

の
絵
図
で
す
が 、
郭
内
の
範
囲
は
寛
永

た 。
こ
れ
は
元
禄
六
年
（一
六
九
三）

り
ま
す 。
つ
ま
り
江
戸
城
と
そ
の
城
下
は
「
城
内」
と
「
内
曲
輪」
と
「
外
曲

輪」 、
さ
ら
に
「
郭
の
外」
と
い
う
四
つ
に
分
か
れ
ま
す 。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ

本
題
に
入
っ
て
い
き
ま
す 。
江
戸
城
の
城
門
が
い
く
つ
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
す
け
ど
も 、
図
2
の
①
大

手
門
②
内
桜
田
門（
現
桔
梗
門）

③
平
河
門
④
坂
下
門
⑤
西
の

す 。
⑥
か
ら
⑳
ま
で
が
内
曲
輪

の
門 、
⑳
か
ら

⑪
ま
で
が
外
曲

輪
の
門
で
す 。
こ
の
う
ち
⑳
の

り
に
あ
っ
た
門
で
す 。
図
3
を
ご
覧
下
さ
い 。
こ
れ
は
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お

り
ま
す
曲
輪
の
門
と
番
所
の
絵
図
「
御
城
外
郭
御
門
絵
図
井
大
番
所
絵
図」
で

す 。
そ
の
内
の
芝
口
門
の
図
面
で
す 。
堀
が
あ
り 、

橋
が
か
か
り 、
江
戸
城
門

の
中
で
も
最
大
級
の
枡
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す 。
枡
形
と
い
う
の
は 、

敵
の
侵
入
を
妨
害
し
た
り 、
遮
断
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
城
門
の
形
で 、

橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
二
の
門
（
高
麗
門）
を
建
て 、
そ
こ
を
四
角
に
囲
っ
て 、

右
か
左
の
面
に一
の
門
（
櫓
門）
を
建
て
ま
し
た 。
江
戸
城
の
主
要
な
門
は 、

表
1

（
図
2
の
記
号
と
対
応）
に
見
る
よ
う
に 、
ほ
と
ん
ど
枡
形
形
式
に
な
っ

て
い
ま
す 。
⑬
の
浜
御
殿
の
入
り
口
の
浜
大
手
も
桝
形
門
で
す 。
⑫
の
喰
違
い

は 、
土
塁
を
前
後
に
ず
ら
し 、
門
を
構
え
な
い 、
他
と
は
異
な
る
形
式
で
し

江
戸
城
門
の
数
を
「
三
十
六
見
附」
と
い
い 、
ど
れ
を
あ
て
る
か 、
い
く
つ

か
の
説
が
あ
り
ま
す
け
ど
も 、
見
附
と
い
う
の
は
門
番
が
置
か
れ
て
い
て 、
往

来
す
る
人
を
見
張
っ
て
い
た
内
曲
輪
門 、
外
曲
輪
門
（
喰
違
い
を
含
む）
の
こ

と
を
い
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す 。
な
お
⑳
四
谷
門
は
甲
州
道
中 、
⑳
筋
違
門

は
中
山
道 、
⑪
浅
草
門
は
奥
州
道
中
と 、
外
曲
輪
門
の
い
く
つ
か
は
主
要
な
街

城
内
に
も
多
く
の
門
が
あ
り
ま
し
た 。
口
絵
3
は
当
館
所
蔵
の
「
惣
郭
御
内

之
図」
に
門
の
位
置
を
イ
ロ
ハ
の
記
号
で
示
し
た
も
の
で
す 。
す
べ
て
の
門
を

網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が 、
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
お
わ
か
り
頂

け
る
と
思
い
ま
す 。
表
ー
の
記
号
と
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
併
せ
て
ご
覧
下
さ

い 。
以
上
の
門・
見
附
を
数え
る
と
合
計
五
十
三
に
な
り
ま
す 。

道
と
接
続
し
て
い
ま
し
た 。

こ。t
 

-29-



松尾 美恵子

表1 江戸城の門

門の名 橋 門構え 門の名 橋 門構え

城
①大手門 木橋 外桝形 ・ 右折 ④大手三之門 木橋 内桝形・左折

内 ②内桜田門 土橋 外桝形 ・ 右折 ＠中之門 中仕切 ・ 左折

③平河門 木橋 外桝形 ・ 右折 0中雀門 内桝形 ・ 右折

④坂下門 土橋 外桝形・右左折 ◎新門 中仕切 ・ 直
門

⑤西丸大手門 木橋 外桝形・直 ®寺沢門 中仕切

⑥和田倉門 木橋 内桝形・左折 ◎蓮池門 土橋 （桝形） ・ 右折

⑦馬場先門 木橋 内桝形・右折 ®銅門 内桝形 ・ 左折

⑧日比谷門 土橋 外桝形・右折 城 ④汐見坂門 （桝形） ・ 右折．

⑨外桜田門 土橋 外桝形 ・ 右折 ⑪上梅林門 （桝形） ・右折

内 ⑩半蔵門 土橋 内桝形 ・ 右折 ®下梅林門 木橋 外桝形・左折

⑪田安門 土橋 内梃形 ・ 右折 ®不浄門 （平河門桝形内）

曲
⑫清水門 橋台木橋 外桝形 ・ 右折 ⑨北桔橋門 土橋 外桝形 ・ 左折

⑬竹橋門 木橋 外梃形 ・ 右折 内 ◎西桔橋門 土橋 内桝形 ・ 左折

⑭雉子橋門 土橋 外桝形・左折 ⑥西丸中仕切門 中仕切 ・ 直

輪 ⑮ー ツ橋門 木橋 内桝形・右折 ®西丸書院前門 木橋 外桝形・直

⑮神田橋門 木橋 内桝形・右折 ⑨西丸裏門 中仕切・直

⑰常盤橋門 木橋 内桝形・右折 ◎大田門 （桝形）・右折

⑱呉服橋門 木橋 外桝形 ・ 直 ◎山里門 土橋 外桝形 ・ 左折

⑲鍛冶橋門 木橋 外桝形 ・ 直 ◎吹上門 土橋 外桝形・左折

⑳数寄屋橋門 橋台木橋 内柑形・左折 ®紅葉山下門 木橋 （桝形）・右折

⑪山下門 土橋 外桝形・直

⑫幸橋門 橋台木橋 外梃形・左折

⑳芝口門 木橋 内桝形・右折
外

⑳虎ノ門 土橋 内桝形 ・ 左折

⑮赤坂門 土橋 内桝形・右折

曲 ⑳四谷門 土橋 内桝形・右折

⑰市ヶ谷門 橋台木橋 内桝形・直

輪
⑳牛込門 橋台木橋 内栂形・右折

⑳小石川門 木橋 内桝形・右折

⑳筋違門 木橋 内桝形・右折

⑪浅草門 木橋 内桝形 ・ 右折

⑫喰違 土橋 筋違 ・ 左折

醜ほ ⑬浜大手門 外桝形 ・ 左折

この表は歴史群像名城シリ ー ズ「江戸城」（学習研究社）第5章「江戸城の諸櫓・諸門」（松岡利郎氏）掲載の
「江戸城の門 一 覧表」を参考にして作成した。ただし城内の門の一部を省略。松岡氏の表は、 郭の内側に囲っ

た桝形を「内桝形」、 外側に突き出して囲った枡形を「外桝形」とし、 変形の桝形を括弧で示されている。 こ
れに従った。
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江戸城門の内と外

て
売
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね 。

し
ょ
う 。
(
-
)

の
城
内
に
入
る
門 、

大
手
門
と
内
桜
田
門
と
西
の
丸
大
手
門

い
う
こ
と
な
ど 、

だ
い
た
い
同
じ
で
す 。

城
門
警
備
と
火
防

幕
府
は
こ
れ
ら
の
城
門
を敬言
備
す
る
守
衛
を
配
置
し
ま
し
た 。
ご
く
初
期
の

門
番
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く 、

今
後
の
検
討
課
題
で
す
が 、

明
暦
の
大

火
で
焼
失
し
た
江
戸
城
が
再
建
さ
れ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九）

が 、

門
番
制

度
の
ひ
と
つ
の
画
期
を
成
し
て
い
る
よ
う
で
す 。

外
曲
輪
の
門
に
は
そ
れ
ま
で

門
番
は
置
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が 、
こ
の
後
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た 。

表
2
に
見
る
よ
う
に 、

大
名
や
旗
本
が
諸
門
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す 。

続
い
て
図
4
を
ご
覧
下
さ
い 。
こ
れ
は
江
戸
博
が
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
「
江

戸
御
見
附
略
図」
と
い
う
刷
り
物
で
す 。

門
番
の
配
置
と 、

奉
行
や
火
消
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す 。

部
分
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う 。

内
桜
田
門
に
は
内
藤

能
登
守
と
松
平
伊
豆
守
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す 。

共
に
七
万
石
の
大
名
で
す 。

左
下
は
浜
御
殿
の
門 、

浜
大
手
で
す
け
れ
ど
も 、
こ
の
門
は
他
の
門
と
は
向
き

が
反
対
で
す 。

江
戸
城
の
方
か
ら
見
る
形
で
す
ね 。
こ
こ
に
は
戸
田
隼
人
と
水

野
監
物
と
い
う
旗
本
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す 。
ほ
か
を
見
る
の
は
省
略
し
ま
す

が 、

表
3
は
こ
の
「
江
戸
御
見
附
略
図」
の
門
番
の
記
事
を
表
に
し
た
も
の
で

す 。

他
の
資
料
も
参
考
に
し
な
が
ら
作
り
ま
し
た
が 、

人
々
の
名
前
か
ら
調
べ

て
み
ま
す
と 、

安
政
元
年
（一
八
五
四）

か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た 。

欄
外
に
「
毎
月
改」
と
あ
る
の
で 、

毎
月
改

訂
版
が
作
ら
れ
て 、

売
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す 。
ど
う
い
う
ひ
と
が
ど
う
い
う

目
的
で
求
め
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が 、
「
武
鑑」
の
よ
う
に
江
戸
土
産
と
し

城
内
に
は
い
る
門 、

大
手
門 、

内
桜
田
門 、

西
の
丸
大
手
門
と 、

内
曲
輪
の

門 、

外
曲
輪
の
門
に 、

門
番
が
二
人
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か

そ
れ
か
ら
（
四）

は
外
曲
輪
の
門
番
に
対
す
る
も
の
で
す 。

す 。 る
資
料
だ
と
思
い
ま
す 。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
城
内
の
門
は
幕
府
直
属

の 、

軍
事
や
防
衛
を
担
当
す
る
番
方
の
旗
本
や
御
家
人
が
守
っ
て
い
ま
し
た 。

例
え
ば
下
乗
門
の
大
手
三
之
門
で
は
百
人
組
が 、

本
丸
の
入
口
の
中
之
門
は 、

御
先
手
が 、

本
丸
御
殿
の
玄
関
前
の
中
雀
門
は
書
院
番
と
い
う
将
軍
の
親
衛
隊

が
守
っ
て
お
り
ま
し
た 。

次
に
門
番
の
仕
事
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す0
[
史
料
2
]

(『
御
触
書

寛
保
集
成』

八
四
七）

を
ご
覧
下
さ
い 。
こ
れ
は
享
保
六
年
（一
七
ニ
―
)

に

規
定
さ
れ
ま
し
た
門
番
の
勤
め
方
の
史
料
で
す 。

全
文
を
載
せ
ま
し
た 。
こ
こ

で
注
意
を
払
い
た
い
の
は
定
書
が
四
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で

(

-

)
 

は
城
内
に
入
る
門 、

大
手
門 、

内
桜
田
門 、

そ
れ
か
ら
西
の
丸

大
手
門
の 、

三
つ
の
門
を
守
っ
て
い
る
門
番
に
宛
て
て
い
る
も
の
で
す 。
（
二）

は
内
曲
輪
の
門
番 。
（
三）

は
で
す
ね 、
こ
れ
は
（
二）

と
同
文
言
で 、

浜
御

殿
と
馬
場
曲
輪
の
番 、

馬
場
曲
輪
と
は 、

北
の
丸
の
事
を
い
っ
た
よ
う
で
す 。

こ
の
史
料
に
よ
っ
て 、

城
内
に
入
る
門
と
内
曲
輪
と
外
曲
輪
の
門
の
区
別
が

良
く
分
か
る
と
思
い
ま
す 。

但
し
定
書
（
さ
だ
め
が
き）

の
内
容
は
そ
れ
程
違

っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

門
番
の
交
代
時
の
注
意
事
項
や
将
軍
が
門

を
通
る
時
の
心
得 、
火
事
の
際
の
心
得 、
近
所
で
喧
嘩
口
論
が
あ
っ
た
と
き
や 、

病
人
や
怪
我
人
の
処
置 。

そ
れ
か
ら
お
堀
に
人
が
落
ち
た
と
き
に
は
す
ぐ
引
き

上
げ
る
よ
う
に
と
か 、

番
所
の
火
の
用
心 、

周
囲
の
掃
除
に
心
が
け
な
さ
い
と

違
っ
て
い
る
の
は
線
を
ひ
い
た
と
こ
ろ
で
す 。

そ
の
部
分
だ
け
見
て
い
き
ま
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表2 万治2年外郭諸門の門番

門 門 番 居所、 領知 知行高 門 番 居所、 領知 知行高

虎御門 遠山久大夫友貞 美濃苗木 10,500余 一柳主膳直治 伊予小松 10,000余

御成橋 一柳維殿助末礼 播磨小野 10,000 青木甲斐守重兼 摂津麻田 10,000 

数寄屋橋 伊東民部長貞 備中岡田 10,300余

筋違橋 土井小左衛門利益 常陸・下総国内 10,000 堀弥太郎通周 常陸・近江・安房・上総国内 12,000 

浅 草 内藤三之助忠吉 志摩国内 3,000 三浦但馬守共次 下総・下野・安房国内 5,000 

小石川 堀五郎左衛門直延 上総・下総・常陸国内 3,000 秋元千之助時朝 上総国内 3,000 

牛込御門 渡辺半三郎清綱 相模•上野・上総国内 3,700 高力左京政房 肥前国内 3,000 

市 谷 上野八郎左術門義嘗 三河国内 7,000 神保左京茂明 大和国内 7,000余

四 クロ 花房大膳職重 備中国内 7,220余 松平志摩守信重 播磨国内 5,000 

赤 坂 秋田淡路守季久 陸奥国内 5,000 有馬出雲守豊長 近江 ・武蔵国内 3,000 

土岐山城守前 木下内匠延知 農後鳥越 5,000 永井式部少輔直重 下総国内 3,200 

（「柳営日次記」より作成） 「新編千代田区史」より転載

に
対
す
る
定
書
で
は 、
第一
条
で 、

の
刻
こ
れ
を
開
き 、
酉
の
刻
に
こ
れ
を
閉
ず
べ
し」
と
あ
り
ま
す 。
午
前
六
時

頃
に
開
き 、
午
後
六
時
頃
に
閉
め
よ
と 、
そ
し
て
不
審
な
者
は
改
め
る
よ
う
に 、

と
あ
り
ま
す 。
ま
た
第
三
条
で 、
奥
向
き
の
面
々

も
こ
と
わ
り
次
第
通
す
よ
う
に
と
あ
り
ま
す 。
そ
の
他
の
人
は
ど
ん
な
場
合
も

通
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
ね 。
同
じ
く
第
八
条 、
「
下
馬
よ
り
下
乗

橋
迄
召
連
候
人
数
の
儀 、
別
紙
書
付
の
通
り
あ
い
心
得
ら
る
べ
き
事」
と
あ
り

ま
す 。
大
手
門・
内
桜
田
門
外
に
は
下
馬
札
が
あ
り 、
大
名
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど

大
人
数
で
行
列
を
整
え
て
き
て
も 、
そ
れ
よ
り
中
へ
は
限
ら
れ
た
人
数
し
か
連

れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 。

門
前
の
下
乗
橋
ま
で
連
れ
て
い
け
る
お
供
の
人
数
は 、
別
紙
書
付
の
通
り
で
あ

そ
れ
か
ら
（
二）
の
内
曲
輪
の
門
番 、
和
田
倉
門
番
等
十
五
の
門
番
へ
の
定

書
で
は 、
第一
条
で 、
門
の
開
閉
に
つ
い
て 、
冠
木
御
門
は
夜
中
も
開
け
て
お

き 、
本
御
門
の
方
は
卯
の
刻
（
朝
六
時
頃）
に
開
き 、
酉
の
刻
（
夕
方
六
時
頃）

に
閉
め
よ
と
あ
り
ま
す 。
冠
木
御
門
は
先
ほ
ど
申
し
た
枡
形
の
二
の
門
（
商
麗

門） 、
本
御
門
は一
の
門
（
櫓
門）

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
後
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す 。

る
と
い
っ
て
い
ま
す 。
別
紙
書
付
は
〔
史
料
3〕
に
示
し
ま
し
た 。
今
は
時
間

将
軍
の
側
近）
は
夜
中
で

三
つ
の
門
の
開
閉
時
間
に
つ
い
て 、
「
卯

つ
ま
り
下
馬
の
辺
り
か
ら
大
手
三
の

の
こ
と
で
す 。
た
だ 、
本
御
門
も
ま
っ
た

＜
閉
め
き
り
と
い
う
の
で
な
く 、
く
ぐ
り
戸
は
子
の
刻
（
夜
中
の
十
二
時
頃）

ま
で
開
け
て
お
き 、
往
還
の
者
を
通
し
て
よ
い
と 、
子
の
刻
に
な
っ
た
ら
こ
れ

も
閉
め
る
が 、
こ
と
わ
り
次
第
通
す 、
不
審
な
者
は
改
め
る
よ
う
に
と
あ
り
ま

す 。
こ
れ
ら
の
門
の
通
行
は
大
手
門 、
内
桜
田
門
や
西
の
丸
大
手
門
よ
り
ゆ
る

や
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す 。
但
し
第
三
条
に
「
女
の
儀 、
酉
の
刻
よ
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江戸城門の内と外

図4 「江戸御見附略図」(87200073)
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表 3 「江戸御見附略図」 に 見 る 門番

門 門 番 石 商 （万石） 身 分 屋 敷

①大手御門
奥平大膳大夫 昌服 100,000 豊前中津藩主 木挽町汐留

榊原式部大輔政恒 150,000 越後裔田藩主 一橋外

②内桜田御門
内藤能 登守政義 70,000 日 向 延 岡 藩主 虎ノ門内

松平伊豆守信古 70,000 三河吉田藩主 呉服橋内

③西丸大手御門
戸田因 幡 守 忠 明 77,850 下野宇都宮藩主 浅草新寺町

井上河内守正直 60,000 遠江浜松藩主 浜町

④竹橋御門
松平兵部少輔乗膜 16,000 三 河奥殿藩主 麻布龍土

水 野 日 向 守勝進 18,000 下総結城藩主 赤坂南部坂

⑤清水御 門
岡部勘解由 4,500 可会 人口 し ぶ や

佐野欽六郎 4,000 会可 ム口 浜町

⑥田安御門
渡辺備 中 守章綱 13,520 和泉伯太藩主 永田町

林武三郎忠交 10,000 上 総請西藩主 蠣殻町

⑦半蔵御門
戸田大炊頭忠文 1 1 ,000 下野足利 藩主 小川町

柳生対馬守俊順 10,000 大和柳生藩主 増 上寺裏門前

⑧外桜田御門
植村 出 羽 守家保 25,000 大和裔取藩主 芝切通 し

上井能登守利忠 40,000 越前大野藩主 筋違橋内

⑨ 日比谷御 門
一柳兵部 少輔頼紹 10,000 伊予小松藩主 愛宕下

京極壱岐守高琢 10,000 讃岐多 度津藩主 麻布六本木

⑩馬場先御門
石川重之助総管 20,000 常陸下館藩主 外桜田

丹羽長門 守氏中 10,000 播磨三草藩主 外桜 田

⑪和 田倉御門
井伊兵部少輔直経 20,000 越後与板藩主 向柳原

永井若狭守直幹 10,000 大和新庄藩主 麹 町 一 丁 目

⑫雉子橋御門
板倉甚太郎 8,000 司ダ・ ムロ 浅草福 富 町

永井金三郎 7,000 寄 合 鮫 ガ橋

⑬一橋御門
松平 日 向守直春 10,000 越後糸 魚川藩主 溜池

高 木主水正正坦 10,000 河内丹南藩主 虎ノ門

⑭神田橋御門
中川修理大夫久 昭 70,440 豊 後 岡 藩 主 鉄砲洲

黒 田 甲 斐守長元 50,000 筑前秋 月 藩主 芝新堀

⑮常盤橋御門
分部若狭守光貞 20,000 近江大溝藩主 愛宕下

岩城但馬 守隆永 20,000 出 羽亀田藩主 小石川門内

⑯呉服橋御門
相 良志摩守長福 22, 100 肥後人吉藩主 愛 宕 下

毛利安房守高泰 20,000 豊後佐伯藩主 愛宕下

⑰鍛冶橋御門
森伊豆守俊滋 15,000 播岩 三 カ 月 藩主 行 人坂上

松平淡路守定性 1 5,000 因 幡新田藩主 鉄砲洲 十 間 町

⑱数寄屋橋御門
松平鋳之丞 5,500 会可 ム口 永田町

酒井求次郎 5,000 宍可 ム口 四 番 町
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門 門 番 石高 （万石） 身 分 屋 敷

⑲山下御門
木下辰太郎 3,000 寄合 六番町

朽木亀六率綱 3,015 寄合 青山御 掃 除 町

⑳幸橋御門
遠山美濃守友詳 10,021 美濃苗木藩主 芝新堀将監橋通

新庄亀次郎直虎 10,000 常陸麻生藩主 新大橋

⑪虎ノ 御門
近藤主税 4,300 寄合 神田橋外

巨勢十左衛門 5,000 寄合 加賀屋敷

⑫赤坂御門
菅谷兵庫 4,500 寄合 元 山 王三 け ん や

小濱弾正 4,000 可宍 ム口 本所

⑳四谷御門
渋谷槍次郎 3,000 会可 ,,6. CJ 牛込門内

松平浪之介 3,000 寄合 浅草

⑳市谷御門
安藤裕次郎 3,000 寄合 大久保

石川 横之助 3,000 寄合 三 田古川 町

⑮牛込御門
永井兼之助 3,400 可宍 ノ口 鮫 ガ橋

蒔田 数馬助広甫 3,700 寄合 小 川 町

⑳小石川 御門
杉浦主税 3,500 寄合 小石川

久永源兵衛 3,200 会可 ム口 小日 向中の橋

⑰筋違御門
久世三四郎 5,000 寄合 三田

横 山 鋳 三郎 4,500 寄合 も ち の木

⑬浅草御門
井上主殿 5,000 可ダ ム口 大塚

内藤鍬之丞 5,000 寄合 永 田馬場

⑳浜大手御門
戸 田 隼 人 5,000 寄合 麻布

水野監物 5,700 宍可 ノ口 飯田町 九段坂

⑳西御 番所
富田中務 7,000 宍可 ム口 柳原松井 町

阿部鍵次郎 6,000 可会 ム
CJ
、 麹町七丁 目

注 1 . こ の 表 は 「江戸御 見 附略図」 の 記事 を も と に 、 「江戸幕府大名 武鑑綱年集成」 『江戸幕府役職武鑑福年集

成」 「改訂増補大武鑑J 「江戸幕府人 名事典」 「旗本家百科事典」 等 を 参考 に し て 作成 し た 。
注 2 . 時期 は特定で き な い が、 記載役職 の任免 日 によれ ば、 上限 は嘉永 7 年 ( 1854) 閏 7 月 22 日 、 下 限 は 安政

2 年 ( 1855) 7 月 朔 日 で あ る 。 ま た清水御 門 番 岡部勘解 由 の子中 務が安政2年3 月 26 日 に 家督相続 し て お

り 、 こ の 日 以前 の も の と 知 れ る 。
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示
し
ま
し
た
の
で 、
後
で
ご
覧
下
さ
い 。

用
意
す
る
武
器
や
人
数
も
違
っ
て
い
ま
し
た 。
そ
れ
は
表
4
と
〔
史
料
5〕
に

し
ま
す 。

し
た
〔
史
料
4〕 。
大
名・
旗
本
の
勤
役
で
す
が 、
門
に
よ
っ
て
格
式
が
違
い 、

さ
て
門
番
は 、
二
人
ず
つ
で
す
が 、
1
0
日
目
毎 、
交
代
で
勤
務
し
て
い
ま

い
と
あ
り
ま
す 。

り
卯
の
刻
迄 、
手
形
を
取
り 、
あ
い
通
す
べ
し」 、
不
審
な
者
は
改
め
よ 、
と

あ
り
ま
す 。
女
は
午
後
六
時
か
ら
朝
六
時
ま
で
通
行
が
制
限
さ
れ
て
お
り 、
通

行
す
る
に
は
手
形
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す 。
そ
れ
か
ら
第
十
六

条
に 、
「
諸
勧
進
巡
礼
体
の
者」 、
物
乞
い
を
す
る
巡
礼
風
の
者
や 、
髪
結
（
か

み
ゆ
い）
と
か
乞
食
は一
切
通
し
て
は
な
ら
な
い 、
そ
れ
か
ら
「
か
ら
尻
馬」

と
か
「
あ
ぶ
附
馬」
と
い
う 、
人
と
手
荷
物
を
乗
せ
る
馬
に
乗
っ
た
者
は 、
門

を
出
入
り
す
る
と
き
に
は 、
降
ろ
し
て
通
す
こ
と 、
ま
た
第
十
七
条
で 、
「
牛

車
ハ
申
す
に
及
ば
ず 、
地
車
た
り
と
い
ふ
共」 、
地
車
と
は
人
が
引
く
荷
車
で

し
ょ
う
か 、
往
来
と
も
橋
の
上
は一
切
通
し
て
は
な
ら
な
い 、
但
し
土
橋
は
よ

そ
れ
か
ら
（
四）
の
外
曲
輪
の
門
番 、
幸
橋
門
等
十一
の
門
番
に
対
す
る
定

書
で
は 、
最
初
の
箇
条
に 、
冠
木
御
門
も
本
御
門
も
昼
夜
共
に
開
け
て
お
き 、

往
還
の
男
女
を
滞
り
な
く
通
す
よ
う
に
と
あ
り
ま
す 。
不
審
者
は
別
と
し
て 。

と
い
う
こ
と
で 、
門
番
の
勤
め
方
か
ら
見
て 、
一
番
警
備
が
厳
し
い
の
は
江

戸
城
に
入
る
大
手
門 、
内
桜
田
門 、
西
の
丸
大
手
門
で 、
夜
は
門
が
閉
じ
ら
れ 、

奥
向
き
の
者
以
外
は
通
行
で
き
な
い 。
内
曲
輪
の
門
の
規
制
は
こ
れ
に
次
ぎ 、

女
性
は
手
形
が
な
い
と
夜
通
行
で
き
な
い 、
か
ら
尻
馬
な
ど
に
乗
っ
た
ま
ま
通

行
で
き
な
い
な
ど
の
決
ま
り
が
あ
っ
た
の
に
対
し 、
外
曲
輪
の
門
に
つ
い
て
は

ま
っ
た
＜
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す 。

ま
た
門
番
役
の
大
名・
旗
本
が
実
際
に
門
の
守
衛
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん 。
そ
の
家
臣
や 、
「
人
宿」
と
い
う
人
材
派
遣
業
者
か
ら
雇
い
入
れ

た
人
々
が
警
備
し
て
い
た
の
で
す 。
た
だ
将
軍
が
外
出
す
る
時
に
は 、
門
番
役

の
大
名・
旗
本
が
門
の
側
で
挨
拶
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て

い
ま
し
た 。
し
か
し

〔
史
料
6〕

（『
御
触
書
天
明
集
成』
一
七
七
九）
な
ど
を

み
て
み
ま
す
と 、
将
軍
の
御
成
の
時 、
門
番
大
名
た
ち
は
具
合
が
悪
く
な
り
ま

し
て 、
門
に
詰
め
な
い
ん
で
す
ね 。
そ
こ
で
幕
府
は
度
々
お
触
れ
を
出
し 、
具

合
が
悪
く
て
も
少
々
の
時
に
は
押
し
て
で
も
で
て
く
る
よ
う
に
と
か 、
相
番
も

病
気
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
両
人
と
も
断
る
と
い
う
の
は
困
る
な
ど
と 、
何
度
も

触
れ
出
し
て
い
ま
す 。
門
番
役
と
い
っ
て
も 、
大
名
自
身
は
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と

は
な
く 、
将
軍
の
御
成
の
時
だ
け
し
ぶ
し
ぶ
出
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
ま
す 。

ほ
か
に
ど
う
し
て
も
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
火
事
の
時
で
す

ね 。
特
に
御
曲
輪
内
の
出
火
の
場
合
に
は
早
速
番
所
に
出
る
よ
う
に
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
し
た 。
御
曲
輪
外
の
場
合
な
ど
は 、
門
番
二
人
の
内 、
非
番
の
方
は

ど
う
や
ら
様
子
を
見
て
出
た
よ
う
で
す 。
万一
御
目
付
衆
か
ら
非
番
の
者
が
番

所
に
出
て
き
て
い
る
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ
た
と
き
に
は 、
当
番
の
門
番
は
適
当

に
返
事
を
し 、
早
速
非
番
の
家
来
へ
知
ら
せ
る
こ
と
が
内
々
に
取
り
決
め
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
〔
史
料
7〕 。
な
お
史
料
3
.
4
.
5
.
7
は
当
館
に
所
蔵

つ
とめ
む
き
ひ
かえ

さ
れ
て
お
り
ま
す
「
江
戸
城
大
手
勤
向
控」
と
い
う
史
料
に
拠
っ
て
い
ま
す 。

こ
の
ほ
か
江
戸
城
が
火
事
に
な
っ
た
場
合
の
火
消
の
制
度
と
の
関
係
等
は
オ
ム

ニ
バ
ス
講
座
で
高
山
慶
子
さ
ん
が
お
話
に
な
っ
た
の
で 、
こ
こ
で
は
省
略
い
た
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表 4 門番の格式 と 人数

番号 格
人数 （ 人）

門
雙 侍 履 間中 計合

① 浅 草 橋 旗本 5000 ～ 万 石
② 筋 違 橋 旗本 5000 ～ 万石
③ 小 石 川 旗本 3000 ～ 万石
④ 牛 込 旗本 3000 ～ 万石
⑤ 市 ク口ミ 旗本 3000 ～ 万石
⑥ 四 ベロ 旗本 3000 ～ 万石
⑦ 喰 逗、土 ＝丸留 守居
⑧ 赤 坂 旗本 3000 ～ 万 石
⑨ 虎 旗本 5000 ～ 万石
⑳ 幸 橋 外様 1 万石余 4 2 25 20 51 
⑪ 山 下 旗本 3000 ～ 万石
⑫ 浜 大 手 旗本 5000 ～ 万石
⑬ 数寄屋橋 旗本 5000 ～ 万石 4 2 25 20 51 
⑭ 鍛 冶 橋 外様 1 万石余 4 2 25 20 51 
⑮ 呉 服 橋 外様 2 万石余 4 2 25 20 51 
⑯ 常 磐 橋 外様 3 万石以上 4 3 27 23 57 
⑰ 神 田 橋 外様 7 万石 5 3 35 27 70 

（国持分家 は 3 万石以下）
⑱ 橋 譜代 2 万石以下 4 2 25 20 51 
⑲ 雉 子 橋 旗本 5000 ～ 万石
⑳ 清 水 旗本 5000 ～ 万石
⑪ 田 安 譜代 1 万石 4 2 25 20 51 
⑫ 半 蔵 譜代 1 万石余 4 2 27 23 57 
⑳ 外 桜 田 譜代 3 ~ 5 万石 5 3 35 27 70 

（外様 に準ず る 家 ）
⑳ 日 比 谷 外様 1 万石余 4 2 25 20 51 
⑮ 馬 場 先 譜代 2 ~ 3万石 4 2 25 20 51 
⑳ 和 田 倉 譜代 2 ~ 3 万石 4 3 27 23 57 
⑰ 大 手 譜代 10万石 20 5 100 50 175 
⑳ 平 河 先手組与力 同心
⑳ 竹 橋 譜代 1 万石 4 2 25 20 51 
⑳ 内 桜 田 譜代 6 ~ 7 万石 10 5 50 50 115 
⑪ 坂 下
⑫ 西丸大手 譜代 6 ~ 10万石 10 5 50 50 115 

江戸東京博物館緬図録 『参勤交代」 よ り 転載
格は天保 8 • 10 ( 1837 • 39) 刊 「殿居嚢」 、 人数は
「教令類纂」 所収の正徳 3 年 ( 1713) の規定 に よ る 。

た
住
所
表
示
は
ご
覧
の
と
こ
ろ
（
矢
印
の
と
こ
ろ）
で
す 。
「
上」
と
あ
り
ま

城
門
の
内
と
外

さ
て 、
こ
れ
ら
江
戸
城
の
内
曲
輪・
外
曲
輪
の
城
門
は 、
江
戸
の
ラ
ン
ド

マ

ー
ク
と
し
て
の
意
味・
役
割
も
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。
ひ

と
つ
に
は
住
所
表
示
の
役
目
を
果
た
し
て
い
ま
し
た 。
武
家
の
屋
敷
地
に
は
実

は
町
名
が
な
い
ん
で
す
ね 、
町
名
が
あ
る
と
こ
ろ
は
町
人
地
な
ん
で
す 。
番
町

で
は
旗
本
屋
敷
が
軒
を
連
ね
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も 、
番
町
は
通
称
で
す 。

正
式
な
名
称
と
言
う
の
は
な
い 。
住
所
表
示
に
困
る
わ
け
で
す
が 、
そ
れ
が
ど

う
い
う
ふ
う
に
表
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と 、
図
5
を
ご
覧
下
さ
い 。
文
政
十

三
年
(-
八――1
0
)

の
大
名
武
鑑
で
す 。
武
鑑
と
い
う
の
は
民
間
の
本
屋
さ
ん

が
発
行
す
る
大
名
や
旗
本
の
名
錯
で
す
け
れ
ど
も 、
そ
の
大
名
武
鑑
に
記
さ
れ

す
ね 、
こ
れ
は
上
屋
敷
と
言
う
意
味
で
す 。
下
総
古
河
藩
主
の
士
井
大
炊
頭
利

位 、
こ
の
大
名
は
老
中
も
勤
め
た
人
で
す
が 、
そ
の
上
屋
敷
は
「
呉
服
橋
の
内」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す 。
呉
服
橋
門
内
で
す 。
そ
の
次
の
三
河
刈
谷
藩
主
の

土
井
金
三
郎
の
「
上」
屋
敷
は
「
赤
坂
御
門
内」
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す 。

そ
れ
か
ら
次
の
越
前
大
野
藩
主
の
土
井
能
登
守
利
忠
の
「
上」
屋
敷
は
「
筋
違

ば
し橋

の
内」
と
い
う
よ
う
に 、
門
内 、
門
外 、
門
や
橋
の
内
側
で
あ
る
と
か
外
側

で
あ
る
と
か
が
武
家
屋
敷
の
住
所
表
示
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね 。
幕
末
に
井
伊
大
老
が 、
井
伊
直
弼
が
水
戸
の
浪
士
の
た
め
に
暗
殺
さ

れ
た
桜
田
門
外
の
変
と
か 、
老
中
安
藤
信
正
が
襲
わ
れ
た
坂
下
門
外
の
変
な
ど

と 、
門
内
と
か
門
外
と
い
え
ば 、
当
時
誰
で
も
分
か
っ
た
の
で
し
ょ
う 。

最
後
に 、
こ
の
絵
は 、
明
治
五
年
(-
八
七
二）
頃
の
筋
違
橋
の
門
の
内
外
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図 5 深井雅海 • 藤賓久美子編 『江戸幕府大名武鑑編年集成』 所収、 文政十三年武鑑

図 6 「東 京 名 所 四 十 八 景 」 の う ち

「筋違御門 う ち 凧 あ そ び」

お
わ
り
に

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。

の
様
子
を
描
い
た
絵
で 、
「
東
京
名
所
四
十
八
景」
の一
枚
で
す
（
図
6
)。
こ

れ
を
見
ま
す
と 、
門
の
内
外
は
広
場
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て 、
そ
こ
に
は 、
募

痙
を
ひ
い
て
物
を
売
っ
て
い
る
人
の
姿
や 、
子
供
達
が
凧
を
揚
げ
て
い
る
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す 。
ま
だ
こ
の
時
期
に
は
番
屋
も
残
っ
て
お
り
ま
す
し 、
古向

札
場
も
あ
り
ま
す 。
明
治
五
年
頃
に
は
江
戸
の
風
景
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
絵
で
す 。
江
戸
時
代 、
門
の
内
外
は
火
除
け
地 、
延
焼
を
防

ぐ
た
め
の
空
閑
地
で 、
物
売
り
の
人
が
い
た
り 、
子
供
達
が
遊
ん
だ
り
し
て
い

る
広
場
で 、
い
つ
も
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す 。
そ
う
し
た

こ
と
か
ら
も
城
門
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
江
戸
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
だ
っ
た
と
言

大
分
時
間
を
と
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が 、
お
わ
り
に
も
う一
言 、
江
戸
後
期 、
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す 。
私
の
報
告
は
以
上
で
終
わ
り
に
し
ま
す 。

い
ろ
い
ろ
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が 、
近
代
に
な
っ
て
門
が
撤
去
さ
れ
て
い
く
過

程
な
ど
は
原
さ
ん
の
方
の
お
話
で
つ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

門
番
の
制
度
は
ど
の
様
に
機
能
し
た
か 、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
な
ど 、

ど
こ
ま
で
が
御
府
内 、
す
な
わ
ち
江
戸
の
範
囲
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
な
け
れ

ば
い
け
な
く
な
っ
て 、
文
政
元
年
(-
八一
八）
幕
府
の
評
定
所
の
評
議
に
よ

り 、
絵
図
の
朱
引
き
の
内
側
を
御
府
内
と
す
る
こ
と
が
公
式
見
解
と
し
て
示
さ

れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も 、
元
来 、
江
戸
は
郭
の
内
外
で
区
別
さ
れ
て
お
り 、

そ
の
後
市
街
地
が
広
が
っ
て 、
町
奉
行
の
支
配
地
に
も
変
更
が
あ
り 、

御
府
内

の
範
囲
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す 。
つ
ま
り
江
戸
の
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
と
い
う
問
題
は 、
江
戸
の
成
り
立
ち

か
ら
見
て
い
っ
て 、
そ
れ
が
変
化
し
て
い
く

経
過
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か 、
つ
ま
り
江
戸
城
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
て 、
そ
の
城
下
が 、

内
曲
輪
か
ら
外
曲
輪
へ 、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
外
側
へ
と
広
が
っ
て
い
く
過
程

と
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す 。

今
後
の
課
題
と
し
て
は 、
幕
末
動
乱
期
の
城
門
の
警
備
は
ど
う
で
あ
っ
た
か 、

〔
史
料
ー〕

〇
榊
原
主
計
頭
〔
割
註〕
七
十一
歳 。
「
幼
年
の
頃 、
己
の
師
に
て
懇
意
に

〈
せ
脱
力
〉

い
た
し
能
勢
河
内
守
某
狂
猥
な
る
人
に
ぞ
あ
り
け
り 。
あ
る
執
政
の
人iI

Q〉

参
り
夜
更
る
ま
で
話
い
た
し
居
候
ま
ヽ
、

飯
田
町
辺
は
物
窓
な
り 、
は
や

帰
り
候
へ
と
申
さ
れ
し
に 、
丸
の
内
こ
そ
物
窓
な
れ 、
其
余
の
と
こ
ろ
は

物
窓
な
ら
ず
と
申
せ
し
か
ば 、
彼
の
人
不
思
議
に
お
も
ひ 、
何
故
と
申
さ

れ
に
し
に 、
丸
の
内
に
は
盗
賊
多
し 、
夫
故
と
答
け
る 。
丸
の
内
の
盗
賊

あ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
と
申
せ
し
か
ば 、
し
か
ら
ず 、
昼
も
横
行
に
歩
行
お

そ
ろ
し
き
事
の
由
申
せ
し
か
ば 、
か
、
る
こ
と
火
附
盗
賊
改
の
も
の
よ
り

も
申
出
ず 、
疑
敷
こ
と
の
よ
し
と
被レ
申
候
得
ば 、
君
は
い
ま
だ
し
ろ
し

め
さ
ず
や 、
か
く
の
た
も
ふ
御
人
よ
り
し
て
も
の
と
り
に
て 、
其
余
至
て

横
行
な
る
盗
賊
多
し
と
申
せ
し
よ
し 、
よ
く
こ
そ
申
し
候
ひ
ぬ 。
狂
直
の

こ
と
驚
入
ぬ 。
〔
割
註〕
此
話
六
月
九
日
御
勘
定
所
に
て
主
計
申
せ
し
に 、

大
草
能
登
傍
よ
り 、
そ
の
人
は
有
徳
院
様
の
御
小
納
戸
な
り
と
申
た
り 。」

〔
史
料
2〕

一
御
門
立
明
之
儀 、
卯
之
刻
開
之 、
酉
之
刻
可
閉
之 、
不
審
成
者
有
之
は 、
可

相
改
事

定

内
曲
輪
御
門
御
定
書

八
四
七

享
保
六
丑
年
閏
七
月

「
遊
芸
園
随
筆」
（『
日
本
随
筆
大
成』
23
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一
番
代
之
節 、
御
門
之
扉
不
残
致
明
立 、
改
候
て 、
請
取
渡
仕
候
様
二
可
被
申

付
候 、
若
明
立
不
自
由
候
ハ
ヽ
、

其
段
御
留
守
居
中
え
可
被
申
達
事

一
奥
向
之
面
々
帳
面
之
通 、
夜
中
二
て
も
晰
次
第 、
無
滞
可
被
相
通
事

一
御
成
御
道
筋
之
節 、
常
番
煩
差
合
之
時 、
家
束
計
其
儘
相
勤
さ
せ 、
不
及
差

替
候 、
但
火
事
急
事
之
節
は 、
差
合
二
て
も
無
構 、
御
番
所
え
可
被
相
詰
事

一
不
時
二
御
番
所
邊

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
人
留
申
付
候
儀 、
堅
無
用

二
候 、
御
先
彿
之
御
歩
行
え
と
く
と
承
届 、
其
上
二
て
人
留
可
申
付
事

附
り 、
火
事
之
節
ハ 、
猶
以
前
廉
二
人
留
申
間
敷
候 、
御
道
筋
之
外 、
御

道
筋
見
え
懸
り
之
分
ハ
人
留
申
間
敷
事

一
在
宿
之
節 、
不
時
二
御
番
所
邊

出
候
二
不
及
事

一
御
城
近
所
之
火
事
且
亦
風
烈
敷 、

大
火
二
候
は 、

御
番
所
え
可
被
出
候 、

御
城
近
所
出
火
之
時 、
非
番
方
ハ
火
防
候
用
意
二
て
可
被
相
詰
候 、
其
外
向

寄
違
候
出
火
之
節
ハ 、
被
詰
候
二
不
及
事

一
下
馬
よ
り
下
乗
橋
迄
召
連
候
人
敷
之
儀 、
別
紙
書
付
之
通
可
被
相
心
得
事

一
下
馬
井
御
番
所
近
所
二
て
喧
嘩
口
論
有
之
候
は 、

番
之
輩
早
速
罷
出
取
計 、

雙
方
留
置 、
御
目
付
中
え
申
達 、
可
受
差
圏
候 、
病
人
怪
我
人
有
之
時
ハ 、

養
生
為
致
候
様
二
可
被
申
付
事

一
御
堀
え
人
落
候
時
は 、
早
々
引
揚
候
様
に
可
被
申
付
事

一
縦
御
役
人
た
り
と
い
ふ
共 、
故
な
く
し
て
御
番
所
え
立
寄
す
へ
か
ら
す 、
井

薬
湯
水
之
外
ハ 、
一
切
出
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
火
之
元
大
切
之
事
候
間 、
御
番
人
食
物
之
外 、
一
切
掠
置
へ
か
ら
さ
る
事

一
於
御
番
所
縦
御
用
之
儀
と
申
と
い
ふ
共 、
何
様
之
物
に
て
も 、
一
切
借
渡
す

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
御
番
所
え
被

一
御
門
井
御
番
所
其
外
破
損
無
之
様
二
心
を
附
可
申
候 、
尤
破
損
有
之
ハ 、
其

趣
御
留
守
居
中
え
早
速
可
被
相
達
事

一
御
門
御
番
所
等
之
屋
根
草
を
取 、
土
居
之
草
折
々
苅
候
様
二
可
被
申
付
候 、

但
渡
り
矢
倉
屋
根
塀
屋
根
二
草
有
之
ハ 、
御
目
付
中
え
可
被
達
候 、
且
亦
水

や
り
悪
敷
所
ハ 、
水
不
溜
様
に
可
被
申
付
事

一
御
門
井
御
番
所
柱
根
士
嚢
え
土
不
掛
様
二
仕 、
御
門
廻
り
請
取
之
場
所
は
不

及
申 、
勝
手
廻
り
迄 、
常
々
無
油
断
掃
除
可
被
申
付
事

附
り 、
水
打
候
節 、
柱
根
井
土
憂
え
水
掛
さ
る
様
可
被
申
付
事

一
御
留
守
居
中 、
御
目
付
中
被
申
渡
候
儀 、
違
背
無
之
様
二
可
被
申
付
事

右
條
々 、
堅
可
相
守
者
也

二
冠
木
御
門
ハ
夜
中
も
開
置 、
本
御
門
ハ
卯
刻
開
之 、
酉
刻
可
閉
之 、
但
く
、

り
ハ
子
刻
迄
開
置 、
往
還
之
者
可
通
之 、

子
刻
よ
り
閉
置 、
斯
次
第
開
之 、

可
通
之 、
不
審
成
儀
有
之
ハ 、
可
相
改
事

一
番
代
之
節 、
御
門
之
扉
不
残
致
明
立 、
改
候
て 、
請
取
渡
仕
候
様
二
可
被
申

定 西
丸
大
手
御
門

内
櫻
田
御
門

番
中

大

手

御

門

享
保
六
年
閏
七
月

間
敷
事

河

内

守

山

城

守

和

泉

守
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間
敷
事

清
水
口

雉
子
橋

一
於
御
番
所
縦
御
用
之
儀
申
と
い
ふ
と
も 、
何
様
之
物
二
て
も 、
一
切
借
渡
す

一
ツ
橋

鍛
冶
橋

藪
寄
屋
橋

一
切
出
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
火
之
元
大
切
之
事
候
間 、
御
番
人
食
物
之
外 、
一
切
掠
置
へ
か
ら
さ
る
事

田

安

竹

橋

呉
服
橋

馬
場
先

日
比
谷

半

蔵

一
御
堀
え
人
落
候
時
は 、
早
々
引
揚
候
様
二
可
被
申
付
事

一
縦
御
役
人
た
り
と
い
ふ
共 、
故
な
く
し
て
御
番
所
え
立
寄
す
へ
か
ら
す 、
井

薬
湯
水
之
外
ハ 、

外
櫻
田

神
田
橋

和
田
倉
御
門
番
中

河

内

守

山

城

守

享
保
六
年
閏
七
月

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
御
番
所
え
被

付
候 、
若
明
立
不
自
由
候
ハ
ヽ
、

其
段
御
留
守
居
中
え
可
被
申
達
事

―
女
之
儀 、
酉
之
刻
よ
り
卯
之
刻
迄 、
手
形
を
取
可
相
通 、
但
不
審
成
儀
於
有

之
ハ 、
可
改
之
事

一
御
成
御
道
筋
之
節 、
嘗
番
煩
差
合
之
時 、
家
来
計
其
儘
相
勤
さ
せ 、
不
及
差

替
候 、
但
火
事
急
事
之
節
は 、
差
合
二
て
も
無
構 、
御
番
所
え
可
被
相
詰
事

一
不
時
二
御
番
所
邊

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
人
留
申
付
候
儀
堅
無
用
二

候 、
御
先
彿
之
御
歩
行
え
と
く
と
承
届 、
其
上
二
て
人
留
可
申
付
事

附
り 、
火
事
之
節
ハ 、
猶
以
前
廉
二
人
留
申
間
敷
候 、
御
道
筋
之
外 、
御

道
筋
見
え
懸
り
之
分
ハ
人
留
申
間
敷
事

一
在
宿
之
節 、
不
時
に
御
番
所
邊

出
候
二
不
及
事

一
御
城
近
所
之
火
事
且
亦
風
烈
敷 、
大
火
二
候
ハ
ヽ
、

御
番
所
え
可
被
出
候
御

番
所
近
所
出
火
之
時 、
非
番
之
方
ハ
火
防
候
用
意
二
て
可
被
相
詰
候 、
其
外

向
寄
違
候
出
火
之
節
ハ 、
被
詰
候
二
不
及
事

一
御
番
所
近
所
二
て
瞳
嘩
口
論
有
之
ハ 、
番
之
輩
早
速
罷
出
取
計 、
雙
方
留
置 、

御
目
付
中
え
申
達 、
可
受
差
圏
候 、
病
人
怪
我
人
有
之
時
は 、
養
生
為
致
候

様
二
可
被
申
付
事

常
磐
橋

和

泉

守

一
御
門
井
御
番
所
其
外
破
損
無
之
様
二
心
を
附
可
申
候 、
尤
破
損
有
之
ハ 、
其

趣
御
留
守
居
中
え
早
速
可
被
相
達
事

一
御
門
御
番
所
等
之
屋
根
草
を
取 、
土
居
之
草
折
々
苅
候
様
二
可
被
申
付
候 、

但
渡
り
矢
倉
屋
根
塀
屋
根
二
草
有
之
ハ 、
御
目
付
中
え
可
被
達
候 、
且
又
水

や
り
悪
敷
所
は 、
水
不
溜
様
に
可
被
申
付
事

一
御
門
井
御
番
所
柱
根
土
豪
え
土
不
掛
様
二
仕 、
御
門
廻
り
請
取
之
場
所
は
不

及
申 、
勝
手
廻
り
迄 、
常
々
無
油
斯
掃
除
可
被
申
付
事

附 、
水
打
候
節 、
柱
根
井
土
豪
え
水
か
け
さ
る
様
可
被
申
付
事

一
諸
勧
進
順
穂
餞
之
者
髪
結
乞
食一
切
通
し
申
間
敷
候 、
か
ら
尻
馬
井
あ
ふ
附

に
乗
候
も
の 、
出
入
と
も
に
お
ろ
し
候
て 、
通
し
可
申
事

一
牛
車
ハ
不
及
申 、
地
車
た
り
と
い
ふ
共 、
往
束
共
橋
之
上一
切
通
し
申
間
敷
候 、

但 、
土
橋
之
上
通
候
儀
は
不
苦
事

一
御
留
守
居
中 、
御
目
付
中
被
申
渡
候
儀 、
違
背
無
之
様
二
可
被
申
付
事

右
條
々 、
堅
可
被
相
守
者
也
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え
懸
り
之
分
ハ
人
留
申
間
敷
事

定

外
曲
輪 （

四

）

右
同
文
言 、

馬
場
曲
輪
番
中

一
冠
木
御
門
本
御
門
萱
夜
共
二
開
置 、
往
還
之
男
女
無
滞
可
相
通
之 、
但
不
審

成
儀
有
之
ハ 、
可
改
事

一
番
代
之
節 、
御
門
之
扉
不
残
致
明
立 、
改
候
て 、
請
取
渡
仕
候
様
二
可
被
申

付
候 、
若
明
立
不
自
由
二
候
ハ
ヽ
、

其
段
御
留
守
居
中
え
可
被
申
達
事

一
御
成
御
道
筋
之
節 、
裳
番
煩
差
合
之
時 、
家
束
計
其
儘
相
勤
さ
せ 、
不
及
差

替
候 、
但
し
火
事
急
事
之
節
は 、
差
合
二
て
も
無
構 、
御
番
所
え
可
被
相
詰
事

一
不
時
二
御
番
所
邊

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
人
留
申
付
候
儀
堅
無
用
二

候 、
御
先
彿
之
御
歩
行
え
と
く
と
承
届 、
其
上
二
て
人
留
可
申
付
事

附
り 、
火
事
之
節
は
猶
以
前
廉
人
留
申
間
敷
候 、
御
道
筋
之
外
御
道
筋
見

濱
御
殿
御
門
番
中

於
御
番
所
可
入
品
を 、
堅
可
相
守
者
也

河

内

守

山

城

守

享
保
六
年
閏
七
月

和

泉

守

右
之
定
書 、
今
度
内
曲
輪
御
門
番
所
え
相
渡
候
條 、
其
旨
存 、

被
出
候
二
不
及
事

一
御
城
近
所
井
御
番
所
近
キ
火
事
且
又
風
烈
敷 、
大
火
二
候
ハ
ヽ
、

御
番
所
え

可
被
出
候 、
御
番
所
近
所
出
火
之
時 、
非
番
方
ハ
火
防
候
用
意
二
て
可
被
相

詰
候 、
其
外
向
寄
違
候
出
火
之
節
ハ 、
被
詰
候
二
不
及
事

一
御
番
所
近
所
二
て
喧
嘩
口
論
有
之
ハ 、
番
之
輩
早
速
罷
出
取
計 、
雙
方
留
置 、

御
目
付
中
え
申
達 、
可
受
差
圏
候 、
病
人
怪
我
人
有
之
時
は 、
養
生
危
致
候

様
二
可
被
申
付
事

一
御
堀
え
人
落
候
時
ハ 、
早
々
引
揚
候
様
二
可
被
申
付
事

一
縦
御
役
人
た
り
と
い
ふ
共 、
故
な
く
し
て
御
番
所
え
立
寄
す
へ
か
ら
す 、
井

薬
湯
水
之
外
ハ 、
一
切
出
す
へ
か
ら
さ
る
事

一
火
之
元
大
切
之
事
候
間 、
御
番
人
食
物
之
外 、
一
切
招
置
へ
か
ら
さ
る
事

一
於
御
番
所
縦
御
用
之
儀
申
と
い
ふ
共 、
何
様
之
物
二
て
も 、
一
切
借
渡
す
間

一
御
門
井
御
番
所
其
外
破
損
無
之
様
二
心
を
附
可
申
候 、
尤
破
損
有
之
ハ 、
其

趣
御
留
守
居
中
え
早
速
可
被
相
達
事

一
御
門
御
番
所
等
之
屋
根
草
を
取 、
土
居
之
草
折
々
苅
候
様
二
可
被
申
付
候 、

但
渡
り
矢
倉
屋
根
塀
屋
根
草
有
之
は 、
御
目
付
中
え
可
被
達
候 、
且
又
水
や

り
悪
敷
所
は 、
水
不
溜
様
に
可
被
申
付
事

一
御
門
井
御
番
所
柱
根
土
豪
え
土
不
掛
様
二
仕 、
御
門
廻
り
請
取
之
場
所
は
不

及
申 、
勝
手
廻
り
迄 、
常
々
無
油
断
掃
除
可
被
申
付
事

附 、
水
打
候
節 、
柱
根
井
土
豪
え
水
か
け
さ
る
様
可
被
申
付
事

一
御
留
守
居
中 、
御
目
付
中
被
申
渡
候
儀 、
違
背
無
之
様
可
被
申
付
事

敷
事

一
在
宿
之
節 、
不
時
二
御
番
所
邊
二

御
成
之
御
沙
汰
有
之
候
共 、
御
番
所
え
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享
保
六
年
閏
七
月

大
手
御
門
番
中

右
之
通
可
相
通
之 、
縦
国
持
大
名
た
り
と
い
ふ
共 、
此
書
付
之
外
人
数

多
通
間
敷
候 、
以
上

蓑
箱
持

壱
人

「
江
戸
城
大
手
勤
向
控」

0
大
手
御
門

之
方
退
出
已
後
可
致
内
代
事

一
詰
越
之
節 、
一
日
之
儀
者

不
及
返
番 、
二
日・
三
日
茂

詰
越
候
者

可
致
返
番
事

〔
史
料
5

〕

当
番
中

「
江
戸
城
大
手
勤
向
控」

挟
箱
持

弐
人

六
尺

四
人

侍

六
人
或
五
人
或
四
人

〔
史
料
3

〕

0
下
馬
よ
り
下
乗
之
橋
迄
召
連
人
数
之
覚

『
御
触
書
寛
保
集
成』

一
内
代
当
日
遠

御
成
御
座
候
者 、

定
日
可
致
内
代
事

一
公
家
衆

御
対
顔
御
返
答
之
節
者 ‘

退
出
以
後
可
致
内
代
候 、
御
馳
走
御
能

御
座
候
者 、

翌
日
可
致
内
代
候 、
惣
而

七
時
過
候
者

翌
日
可
致
内
代
候

一
内
代
当
日
出
火
有
之 、
登

城
之
方
茂

御
座
候
者 、

火
鎮
候
之
以
後
可
致
内

代
候 、

代
り
之
時
刻
出
火
候
ハ
ヽ
、

御
番
所
勤
方
入
候
程
之
火
事
候
ハ
、
‘

渡
方二
而
諸
事
相
勤 、
火
鎮
候
ハ
、

可
致
内
代
候 、
但
晩
方
七
時
過
候
ハ
、

翌
日
可
致
内
代
候 、
地
震
甚
雷
之
節
茂

御
番
所
勤
方
入
候
程
之
儀
者 、

登
城

浅

草

内
代
事

四
ッ

谷

牛

込

小
石
川

一
上
野・
増
上
寺・
紅
葉
山

御
成
之
日
内
代
当
日二
候
者 ‘

還
御
以
後
可
致

芝

口

赤

坂

市
ヶ

谷

可
致
内
代
事

幸

橋

山
下
御
門

虎
御
門

城
以
後
可
致
内
代
候 、
出
仕
日
者

下
馬
立
番
等
引
次
第

河

内

守

一
御
番
所
十
日
目二
可
致
内
代
候

一
平
日
者
御
老
中
登

山

城

守

来
之
譲
書
写

享
保
六
年
閏
七
月

和

泉

守

0
大
手
御
門
番
中
相
定
之
覚

尤
享
和
元
酉
年
七
月
廿
九
日
奥
平
大
膳
大
夫
殿
よ
り
到

右
條
々 、
堅
可
被
相
守
者
也

〔
史
料
4

〕
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十
二
月

可
成
た
け
相
番
よ
り
助
合
候
様
可
被
致
候

右
之
通 、

可
被
相
鯖
候

御
鷹
野
之
外
御
作
法
之

御
成
之
節 、

御
「
門」

番
之
面
々

、

御
門
番
所

え
相
詰
候
筈
之
虞 、

近
束
斯
多
有
之
候 、

繁
々
も
無
之
儀
二

候
虞 、

氣
色
之

事
二

は
候
得
共 、

少
々
之
儀
は
押
候
て
も
可
被
相
詰
儀
二

各
存
事
候

右
之
趣 、

廷
享
二
丑
年
相
達
候
虞 、

又
々
近
束
断
多 、

相
番
も
病
氣
之
由
ニ

て 、

雨
人
共
被
相
断
候
衆
も
多
有
之
候 、

先
年
も
相
達
候
通 、

病
氣
之
事
ニ

は
候
得
共 、

適
々
之
儀
二

候
得
は 、

押
候
て
も
被
相
詰 、

是
非
難
相
詰
節
は 、

一

七
七
九

〔
史
料
6
〕

安
永
八
亥
年
十
二
月 大

手
御
門
番
中

右
之
通
可
被
相
勤
候 、

巳
上

亥
十
二
月
日

長
柄

弐
拾
本

鉄
砲

弐
拾
挺

弓

拾
張

歩
行
侍

三
人

侍

八
人

番
頭 覚

壱
人

外
二

持
弓
弐
張

外
二

持
筒
弐
挺

「
江
戸
城
大
手
勤
向
控」

〔
史
料
7
〕

一

御
曲
輪
内
出
火
候
者 ‘

早
速
御
番
所
江

可
罷
出
事

一

御
曲
輪
外
二
而

茂
風
烈
敷
節
者

御
城
内
風
上
二

出
火
候
ハ
、

見
届 、

早
速

可
罷
出
候 、

尤
大
火
之
節
者
風
脇
二
而
茂

可
罷
出
事

一

遠
火

御
曲
輪
外
二
而
茂 ‘

御
老
中
登

城
候
ハ
、

可
罷
出
候 、

尤
左
程
之

儀
二
茂

有
之
候
ハ
ヽ
、

大
手
よ
り
注
進
を
相
待
候
而
者

遅
参
二

罷
成
候
間 、

手

前
之
遠
見
よ
り
方
角
相
考 、

途
中
迄
罷
出 、

様
子
見
合
可
致
進
退
事

一

遠
火
二
而
茂

及
大
火
候
者 ‘

乍
見
分
御
番
所
江

可
罷
出
事

一

火
事
遠
方
又
者

近
方
共
早
速
相
鎮
候
者

罷
出
間
敷
事

一

当
番
之
節 、

遠
方
江

者
罷
出
申
間
敷
候 、

尤
上
野
・

増
上
寺
江

参
詣 、

或
者

無
拠
用
事
二
而

致
他
行
候
節 、

相
互
二

頼
合 、

用
事
相
済
次
第
致
帰
宅
候
節 、

可
及
案
内
事

『
御
触
書
天
明
集
成』

一

御
曲
輪
内
出
火
候
者 、

早
速
罷
出 、

新
馬
建
之
方
罷
在
当
番
江

案
内
可
申
遣

候 、

尤

御
城
内
当
番
之
御
目
付
中
江
も
案
内
可
申
遣
事

一

万
一

出
火
之
様
子
に
よ
り
従
当
番
先
江

罷
出
候
ハ
ヽ
、

御
届
之
儀
者

当
番
申

談
之
上
可
相
届
候 、

猶
又
可
依
時
宜
事

覚
覚

非
番
中
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猶
合
番
時
宜
之
申
合
者

格
別二
候
事

宝
暦
二
壬
申

年
九
月

相
譲
候

火
事
大
鉢
之
儀
候
ハ
ヽ
、

非
番
者

見
合 、
罷
出
間
敷
事

一

他
出
之
節 、
罷
出
候
程
之
出
火
候
者 、

先
家
来
計
指
遣 、
自
分
者

先
よ
り
直

二
場
所
iI

可
罷
出
事

右
申
合
之
書
附
大
手
御
門
番
御
免
之
節 、
交
代
之
先
江

此
書
面
早
速
可

申
事

「
江
戸
城
大
手
勤
向
控」

一

御
曲
輪
外
出
火
候
者 、

先
者

罷
出
間
敷
候 、
罷
出
可
然
様
子
候
ハ
ヽ
、

当
番

よ
り
使
遣 、
罷
出
可
然
訳
申
来
候
ハ
、

可
罷
出
事

一

出
火
之
節 、
御
目
付
衆
よ
り
御
番
所
rI

非
番
之
者
罷
出
候
哉
と
当
番
互
翌
米

候
ハ
ヽ
、

其
節
当
番
宜
返
答
申
遣 、
早
速
非
番
江

其
趣
家
来
方
迄
為
相
知
可
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