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築
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は
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め
に

0絵画
史
料
に
み
る
初
期
の
店
舗

●
『
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中
洛
外
図
屏
風
』
歴
博
甲
本
の
店
舗

③
そ
の
後
の
店
舗
の
建
築

お
わ
り
に
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要
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］

　
本
論は
、
絵
画
史
料
を
も
と
に
、
平
安
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
に
か
け
て
の
店
舗
の
建
築
と
　
　
　
　
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
歴
博
甲
本
に
み
ら
れ
る
店
舗
や
棚
は
、
通
り
の
市
を
常
設

そ
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
前
半
ま
で
の
初
期
の
店
舗
は
、
通
り
を
意
識
し
　
　
　
化
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
商
家
が
、
往
来
と
の
取
引
を
意
識
し
て
、
契
約
の
場
の
前
に

た

建築
と
し
て
、
お
も
に
既
存
の
町
家
を
改
造
す
る
形
で
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
商
品
と
し
て
　
　
　
サ
イ
ン
と
し
て
設
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
＝
ハ
世
紀
前
半
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
商
品
を
陳

は
、
食
物
・
履
物
等
の
日
用
品
を
扱
う
店
舗
で
、
専
門
品
を
扱
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
店
舗
は
、
　
　
　
列
す
る
棚
と
契
約
の
場
を
、
通
り
に
面
し
た
部
屋
で
兼
ね
る
商
家
が
多
く
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

時
代
と
と
も
に
棚
を
常
設
化
し
た
専
用
建
築
へ
と
変
化
し
た
が
、
中
世
前
半
ま
で
は
通
り
と
の
関
係
　
　
　
店
舗
の
建
築
と
通
り
と
の
密
接
な
関
係
が
確
立
し
、
近
世
の
町
家
に
み
ら
れ
る
通
り
に
面
し
た
部
屋

は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
鎌
倉
時
代
末
に
は
各
地
の
都
市
で
店
舗
が
み
　
　
　
　
「
ミ
セ
」
「
ミ
セ
ノ
マ
」
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
店
と
い
う
語
そ

ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
た
が
、
店
舗
が
通
り
に
面
し
て
軒
を
連
ね
る
風
景
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
　
　
　
　
の
も
の
が
、
商
品
を
置
く
棚
を
意
味
す
る
語
か
ら
、
建
物
の
内
部
を
指
す
語
へ
と
変
化
し
た
。
同
時

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
最
初
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
一
六
世
紀
前
半
に
描
か
れ
た
『
洛
中
洛
外
図
　
　
　
　
に
、
商
人
が
契
約
に
使
う
家
屋
で
あ
っ
た
商
家
は
、
店
舗
を
併
用
す
る
商
店
へ
と
変
貌
し
た
。

屏
風
』
歴
博
甲
本
に
お
い
て
で
あ
る
。
歴
博
甲
本
に
み
ら
れ
る
店
舗
は
、
専
門
品
を
扱
う
も
の
が
多

数を
占
め
て
お
り
、
商
品
を
並
べ
る
棚
は
大
き
く
、
棚
の
構
造
は
仮
設
的
で
あ
る
。
こ
の
歴
博
甲
本

に
み
ら
れ
る
店
舗
や
棚
に
は
、
中
世
に
市
が
通
り
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
の

4
9
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は
じ
め
に
l
町
家
と
庖
舗

-
町
家
の
発
生

建
築
史
学
で
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
住
宅
を
、
町
家
と
農
家
と
い
う
ふ
た
つ
の
類

型
に
大
別
す
る
こ
と
が
多
い
。
町
家
は
.
間
口
が
狭
く
奥
行
き
が
深
い
敷
地
の
な
か

に
あ
っ
て
、
道
路
に
面
し
て
建
つ
形
態
を
と
る
。
こ
の
町
家
と
い
う
建
築
類
型
が
、

い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
普
及
し
た
の
か
は
、
建
築
史
学
の
大
き
な
関
心
事

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

か
つ
て
、
町
家
の
発
生
や
普
及
は
、
庖
一
舗
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

建
築
史
学
の
分
野
か
ら
、
中
世
の
庶
民
住
居
に
は
じ
め
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た

〔
伊
藤
鄭
爾
一
九
五
人
〕
(
以
下
〔
〕
は
後
掲
註
の
参
考
文
献
を
示
す
)
も
、
そ

の
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
建
築
史
学
以
外
の
日
本
史
学
等
の
他
分
野
に

お
い
て
も
、
こ
の
学
説
は
し
ば
し
ば
と
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
初
期
的
な
町
家

の
発
生
や
普
及
と
庖
舗
と
は
、
関
係
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

〔
野
口

一
九
八
七
〕
、
〔
伊
藤
毅

一
九
九
二
〕
に
代
表
さ
れ
る
。

近
年
の
研
究
に
よ
る
町
家
の
発
生
に
…
関
す
る
見
解
と
し
て
は
、
僧
房
の
よ
う
な
長

屋
式
の
供
給
住
宅
か
ら
の
発
達
、
道
路
と
の
敷
地
の
境
界
装
置
と
い
う
機
能
か
ら
の

発
達
等
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
.
庖
舗
と
の
関
係
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

都
市
に
お
け
る
高
密
な
居
住
状
況
の
発
生
に
よ
る
住
宅
建
築
の
細
分
化
、
桟
敷
の
よ

う
な
接
道
し
た
仮
設
建
築
の
常
設
化
等
の
、
町
家
の
発
生
に
関
す
る
他
分
野
に
よ
る

既
往
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
発
生
の
主
ー
な
要
因
と
解
釈
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

肯
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

-
唐
舗
と
建
築

敷
地
の
奥
ま
っ
た
場
所
に
庖
舗
が
あ
る
よ
り
も
、
道
に
対
し
て
庖
舗
を
開
く
方
が
、

往
来
相
手
に
商
売
が
で
き
る
の
で
、
商
売
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
多

く
の
庖
舗
は
接
道
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
、
庖
舗
の
発
生
や

普
及
は
、
建
築
を
敷
地
の
奥
か
ら
接
道
す
る
正
面
側
に
押
し
出
す
力
と
な
っ
た
と
い

う
仮
説
が
導
か
れ
る
。
か
つ
て
の
学
説
が
、
町
家
の
発
生
と
庖
舗
を
関
係
付
け
て
い

た
の
も
、
こ
の
魅
力
的
な
仮
説
に
依
拠
し
て
い
る
。

初
期
の
町
家
の
発
生
や
普
及
と
庖
舗
と
の
関
係
が
な
い
と
す
れ
ば
、
以
上
の
仮
説

は
ど
う
解
釈
・
訂
正
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
記
し
た
町
家
の
発
生
に
つ
い
て

言
及
し
た
諸
研
究
は
、
そ
の
疑
問
に
は
答
え
て
く
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
〔
伊
藤

毅

一
九
九
二
〕
は
、
「
町
屋
と
棚
は
道
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
極

め
て
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
、
棚
は
町
屋
を
道
に
聞
か
せ
る
た
め
に
不
可

欠
な
媒
介
装
置
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
棚
(
庖
舗
)
が
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
し

て
町
家
を
道
に
聞
か
せ
た
の
か
は
触
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
庖
舗
と
建
築
の
関
係
を
見
直
し
て
み
よ

う
と
い
う
の
が
、
本
論
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
庖
舗
は
、
現
存
し
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で

は
、
絵
画
史
料
を
用
い
て
、
庖
舗
と
建
築
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ

な
ら
、
当
時
の
庖
舗
の
建
築
を
視
覚
的
に
判
断
で
き
る
の
は
、
絵
画
史
料
し
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。

絵
画
史
料
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
論
で
は
い
く
つ
か
の
視
点
を
用
意
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
庖
舗
の
建
築
形
態
や
構
法
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
売
買
さ

れ
て
い
る
商
品
の
品
目
並
び
に
商
品
の
並
べ
方
や
置
き
場
所
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
売
買
を
行
う
人
物
の
姿
勢
や
位
置
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、

い
ず
れ
も
絵
画
史
料
か
ら
読
み
取
り
可
能
な
も
の
で
、
建
築
の
設
計
や
計
画

を
行
う
上
に
お
い
て
重
要
な
項
目
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
庖
舗
の
建
築
に
関
す
る

歴
史
的
変
選
を
た
ど
る
こ
と
が
、
本
論
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

lうO
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図3 r直幹申文絵詞jの庖舗
(右がA、左がB)

図 1 r年間行事絵巻jの庖舗

(右がA、左がB)

図2 r長谷雄草紙jの庖舗

図 4 r石山寺縁起絵巻』の庖舗



企図 5 r一遍上人絵伝jの庖舗

図6 r福富草紙jの庖舗
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[中世の都市における居舗の建築]……後藤治

表 1 古代~中世前半の底舗の建築形態と構法

史料名 | 場所 | 腐の形式 |棚の高さ| 建物の間口 | 建物の仕様 | 商品

①年中行事絵巻 f::-~--------~:::---~i~:;~-----[::------j君主~:-------[:~~-:岩 国
②長谷雄草紙 |京都 |常設棚 |胸高 |売場+扉口十?[板壁、網代壁、板扉|食物、履物

③直幹申文絵詞 f;3; 時 [::-------j::-:-::-------[器:註苧 ~::-~::~-::一嘉一
④石山寺縁起絵巻l大津 |附属棚 l腰高 !売場+土問 |板壁 |食物、履物

⑤一遍上人絵伝 |鎌倉A I附属棚 |腰高 |土間+売場 |板壁、板葺 |食物、器、履物

鎌倉B 附属棚、側面板壁・|腰高 |土間+売場 |板壁、板葺 1食物、器、履物

柱 1本軒まで伸びる

三島神社前|常設棚 |床高 |売場+?土壁、茅葺 |食物

大津 |常設棚 |胸(腰)高l土間+売場 |板壁、板葺 |食物

京都A 常設棚 |胸(腰)高|土間+売場 |板壁、板葺 |薪

京都B ↑常設棚 |腰高 |売場 |板壁、板葺 |食物

京都c I附属棚、柱軒まで伸|腰高 |売場 |板壁、板葺 |食物、履物

びる

c&:福富草紙 京都 l常設棚、隅柱 1本省略l腰高 l売場+土間 l板壁、土壁 l食物、履物、巾着、紐

表 2 古代~中世前半の庖舗の商品と売買する人

I.a _ I _ ~ _ _ ~ .a _ IJ吉員着座|
史料・場面等 1:場 所 l商品の置き場所 1::':":::::1 売買する人の場所・姿勢| 1 'W'HH-_=~ "_... 1高と棚高|

①『年中行事絵巻j 1京都AI棚、吊るす、土間床|棚>人 |庖員:棚の後ろの女、土問床に立つ女 客:土間床に立つ男

巻十六の建杖 |京都B 1棚 |棚>人 |庖員:棚の後ろの女 客?:土聞に立つ男

⑨『長谷雄草紙j I京都 |棚、吊るす |棚>人 |庖員:棚の後ろの女 客:棚の前に立つ

紀長谷雄の屋敷外

③[直幹申文絵詞j 1京都AI棚、土間床、吊るす|同一 |庖員:棚の後ろに坐る男(? ) 

巻- 1京都B 1棚、吊るす |棚>人 11吉員:棚の後ろ坐る女(? )・土聞に坐る女 客:道に坐る男

④『石山寺縁起絵巻jI大津 |棚、土問床 |人不在 |屋内土聞に坐る子供

巻一 1 1 1棚>人か?

⑤『一遍上人絵伝J I鎌倉AI棚、吊るす |棚>人 I1古員:棚の後ろに座る子供

鎌倉B 1棚、吊るす |棚>人か?Iなし

三島神社|棚、吊るす |不明 |絵の描き方の関係で確認できない

大津 |棚 |棚>人 |底員:棚の後ろに坐る子供

京都AI棚 |不明 |絵の描き方の関係で確認できない

京都B 1棚 |棚>人 |庖員:棚の後ろに坐る子供

京都cI棚、吊るす、棚の奥|棚>人 |庖員:棚の後ろに坐る子供

⑥『福富草紙.J I京都 |棚、吊るす |棚>人 l庖員:土問から覗く女(庖主?)子供

福富が町中を帰る場面

1ラ3
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@
絵
画
史
料
に
み
る
初
期
の
庖
舗

古
代
か
ら
中
世
前
半
に
か
け
て
の
絵
画
史
料
で
、
庖
舗
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、

図
1
1
6
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
建
築
の
形
態
や
構
法
に
注
目
し
て
整
理
し
た
も
の

が
、
表
1
・
表
2
で
あ
る
(
以
下

O
付
き
の
数
字
は
、
表
の
番
号
を
一
不
す
。
⑤
の
よ

う
に
複
数
箇
所
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
し
て
記
す
場
合
に
は
、
番
号
の
後

に
地
名
を
付
け
た
)

0

①
は
平
安
時
代
末
期
の
作
(
現
在
の
も
の
は
江
戸
時
代
の
模
本
)
、
②
③
は
平
安

時
代
の
風
景
を
鎌
倉
時
代
後
期
に
描
い
た
も
の
、
④
⑤
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
作
(
た

だ
し
④
は
平
安
時
代
の
寺
院
創
設
時
を
描
く
て
⑥
は
室
町
時
代
前
期
の
作
で
あ
る
。

圃
唐
舗
の
数
量
・
分
布
と
位
置

②
を
除
く
と
い
ず
れ
も
、
庶
民
住
居
が
並
ぶ
な
か
に
1
軒
な
い
し
2
軒
の
庖
舗
を

描
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
先
学
が
指
摘
し
た
通
り
、
庖
舗
の
発
生
と
町
家
の
発
生

が
関
連
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

③
⑤
鎌
倉
で
は
、
隣
接
し
て

2
軒
の
庖
舗
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
①
で
は
、
隣

接
は
し
て
い
な
い
が

2
軒
の
庖
舗
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
世
前
半

ま
で
に
は
、
都
市
の
な
か
で
通
り
に
面
し
た
庖
舗
が
目
立
つ
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
〔
高
橋
二

O
O
一
〕
は
、
①
の
風
景
ゃ
い
く
つ
か
の
史
料
等
を
も
と

に
、
十
一
世
紀
に
は
、
庖
舗
併
用
の
小
住
宅
が
、
京
都
と
い
う
都
市
に
立
ち
並
ぶ
状

況
が
生
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑤
の
よ
う
に
庖
舗
が
各
地

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
、
人
口
が
密
集
し
た
都
市
や
地

域
で
は
ど
こ
で
も
、
通
り
に
面
し
た
庖
舗
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。一

方
、
④
や
⑤
鎌
倉
⑤
大
津
を
み
る
と
、
庖
の
周
辺
に
は
接
道
し
な
い
家
も
目
立

っ
。
ま
た
、
⑤
鎌
倉
の
庖
舗
は
、
町
並
み
の
奥
ま
っ
た
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
。
③

2
軒
の
庖
舗
の
正
面
が
、
矩
の
手
に
異
な
る
方
向
を
向
く
よ
う
に
描
か
れ
て

で
も
、

お
り
、
特
定
の
通
り
に
面
し
て
建
物
を
構
え
た
形
を
と
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
の
庖
舗
は
、
都
市
と
い
う
高
密
な
居
住
形
態
の
場
に
存
在

し
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
通
り
と
の
か
か
わ
り
が
密
接
と
は
い
え
ず
、
往
来
相
手
に

商
売
す
る
と
い
う
意
識
が
強
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

-
庖
舗
の
建
築

②
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
、
庖
舗
を
独
立
し
た
建
物
(
以
下
「
独
立
建
物
型
」
と

い
う
)
と
し
て
描
い
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
売
場
と
扉
日
以
外
を
網
代
壁
が
連

続
す
る
形
に
描
く
の
で
、
長
大
な
建
物
の
一
部
に
庖
舗
を
開
い
た
形
を
描
い
た
可
能

性
が
あ
る
。

独
立
建
物
型
の
庖
舗
の
う
ち
、
③
京
都
A
、
⑤
京
都
B
-
C
、
⑤
三
島
を
除
く
も

い
ず
れ
も
商
品
を
並
べ
る
棚
が
あ
る
売
場
部
分
と
土
間
床
部
分
に
よ
っ
て
、

一
列
型
と
呼
ば
れ
る
平
面
形
式
を

の
は
、

建
物
の
間
口
幅
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

も
つ
町
家
に
お
い
て
、
床
上
部
の
正
面
側
を
売
場
と
し
た
構
成
と
い
え
る
。

③
京
都
A
は
棚
の
レ
ベ
ル
を
み
る
と
、
町
家
の
士
間
部
分
を
売
場
に
し
た
形
で
、

多
く
み
ら
れ
る
例
の
反
対
の
構
成
と
い
え
る
。
⑤
京
都
B
・
C
は
、
町
家
か
ら
土
間

を
省
略
し
た
形
で
あ
る
。
二
例
と
も
庖
舗
の
側
面
に
路
地
が
あ
り
、
建
物
は
路
地
に

対
し
て
も
聞
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
路
地
が
士
聞
の
役
割
を
果
た
す
と
考
え
る

と
、
機
能
的
に
は
町
家
形
式
の
も
の
に
近
い
。
⑤
三
島
は
、
部
分
を
描
く
の
み
な
の

で
、
建
物
の
全
体
像
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
世
前
半
ま
で
の
庖
舗
の
建
築
は
、
全
般
的
に
通
常
の
町
家

の
建
築
と
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
庖
舗
特
有
の
設
備
と
い
え
る
棚
の
形
式
を
み
る
と
、
建
物
に
造
り
付
け
る
方

法
と
械
の
高
さ
と
い
う
ふ
た
つ
に
よ
っ
て
分
類
で
き
る
。

造
り
付
け
方
法
は
、
棚
の
下
を
吹
き
放
し
、
建
物
に
仮
設
的
に
附
属
さ
せ
た
よ
う
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な
も
の
を
「
附
属
棚
」
、
板
等
で
棚
の
下
を
塞
ぐ
形
で
、
建
物
に
建
て
込
ま
れ
た
も

の
を
「
常
設
棚
」
と
し
た
。
全
体
を
み
る
と
常
設
棚
が
多
い
。
附
属
棚
の
う
ち
、
最

も
仮
設
的
な
も
の
は
①
で
み
ら
れ
る
方
杖
で
支
え
る
形
式
で
、
こ
れ
は
他
に
は
み
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
最
も
常
設
に
近
い
の
は
、
⑤
に
み
ら
れ
る
棚
を
支
え
る
柱
を
軒
ま

で
延
ば
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
代
と
と
も
に
棚
が
常
設
化
さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

棚
の
高
さ
は
、
①
②
で
は
立
っ
た
客
の
視
線
の
高
さ
に
棚
が
あ
る
「
胸
高
」
だ
っ

た
の
が
、
③
⑤
⑤
で
は
立
っ
た
客
が
棚
を
み
お
ろ
す
よ
う
な
「
腰
高
」
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
。
⑤
で
胸
高
と
し
た
も
の
も
、
①
②
に
比
べ
る
と
低
い
位
置
に
棚
を
描
い

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
棚
の
高
さ
は
時
代
が
降
る
と
と
も
に
低
い
位
置
に
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
棚
上
の
商
品
が
客
か
ら
み
や
す
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。以

上
の
よ
う
な
棚
の
造
り
付
け
方
法
及
び
高
さ
の
変
化
か
ら
、
商
品
を
並
べ
る
装

置
と
し
て
の
棚
の
重
要
性
が
時
代
と
と
も
に
増
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

• 商

品

庖
舗
に
置
か
れ
る
商
品
の
中
心
は
、
食
物
で
あ
る
。
唯
一
の
例
外
は
⑤
京
都
A
だ

が
、
こ
れ
は
、
商
品
全
体
が
み
え
な
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

食
品
以
外
の
商
品
と
し
て
は
、
履
物
(
草
社
、
草
履
等
)
を
置
く
庄
が
多
い
。
履

物
が
多
い
こ
と
は
、
買
い
手
に
一
定
以
上
の
身
分
の
者
や
、
道
を
通
行
す
る
者
が
想

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
庖
舗
の
数
や
立
地
か
ら
は
、

通
り
と
の
密
接
な
関
係
は
う
か
が
え
な
か
っ
た
が
、
商
品
か
ら
み
る
と
通
り
と
の
関

係
が
う
か
が
え
る
。

他
の
商
品
と
し
て
は
、
薪
、
紙
、
器
等
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
用
品

が
商
品
の
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
多
く
の
庖
で
は
複
数
の
日
用
品
を

並
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
庖
舗
は
、
商
品
か
ら
み
る
と
い
わ
ば
現
代

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
近
い
性
質
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
の
都
市
に
お
い
て
も
、
同
一
地
域
内
に
複
数
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が

並
ぶ
風
景
は
し
ば
し
ば
み
か
け
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
軒
を
連
ね
て
多
数
並
ぶ
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
特
質
は
、
都
市
の
人
が
集
ま
る

場
所
の
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
点
に
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
庖
舗
と
通
り
と
の

関
係
が
必
ず
し
も
密
接
で
は
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
庖
舗
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
的
な
性
質
に
よ
る
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

③
⑤
鎌
倉
・
京
都
で
は
、
同
一
地
域
内
に
複
数
の
庖
舗
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ

も
類
似
の
商
品
を
扱
う
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
的
な
庖
舗
で
あ
る
。
こ
の
風
景
か

ら
、
都
市
の
な
か
で
通
り
に
届
舗
が
軒
を
連
ね
る
風
景
が
成
立
し
て
い
た
と
結
論
付

け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
庖
舗
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
的
な
性
格

か
ら
み
る
と
、
こ
れ
は
街
区
に
数
軒
あ
っ
た
程
度
の
庖
舗
を
風
景
と
し
て
描
い
た
も

の
と
考
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
は
、
類
似
の
商
品
を
扱
う
庖
舗
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
多
数
集
中

し
て
通
り
に
軒
を
連
ね
る
地
域
が
あ
る
。
東
京
の
秋
葉
原
電
気
街
の
よ
う
な
、
専
門

性
の
高
い
商
品
を
扱
う
地
域
で
あ
る
。
中
世
前
半
ま
で
に
は
、
こ
う
し
た
地
域
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
通
常
①
は
、
魚
を
売
る
庖
舗
が
集
ま
る
地
域
を
描
い
た
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
〔
高
橋
二

O
O
ニ
は
、
こ
れ
を
市
に
常
設
さ
れ
た
建
物
と
み
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
が
正
し
け
れ
ば
、
①
は
魚
市
に
常
設
さ
れ
た
庖
舗
で
、
専
門

庖
街
に
類
し
た
も
の
が
、
平
安
時
代
末
期
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

市
と
庖
舗
と
の
関
係
の
検
討
は
後
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
商
品

の
並
べ
方
で
あ
る
。
①
の
商
品
は
、
棚
に
並
べ
る
、
上
か
ら
吊
る
す
と
い
う
、
②
1

⑤
に
描
か
れ
た
他
の
庖
舗
と
同
じ
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
他
の
例
で
は
、
食
品
が

棚
に
並
び
、
履
物
等
が
上
か
ら
吊
る
さ
れ
て
い
る
。
①
の
場
合
、
絵
が
簡
略
な
た
め
、

魚
屋
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
商
品
の
並
べ
方
か
ら
み
て
、
他
と
同
じ
性
格

の
庖
舗
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
①
か
ら

も
独
立
建
物
型
の
庖
舗
が
軒
を
連
ね
る
風
景
は
想
定
さ
れ
な
い
。
①
で
は
、
庖
舗
を

連
続
さ
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
一
軒
の
町
家
を
は
さ
ん
で
二
軒
の
庖
舗
を
描
い
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
も
、
当
時
の
庖
舗
の
性
格
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
世
前
半
ま
で
に
は
、
独
立
建
物
型
の
庖
舗
が
通
り
に
面
し

て
軒
を
連
ね
る
風
景
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
一
地
域

に
集
中
し
て
存
在
し
た
可
能
性
も
極
め
て
低
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
結
論
付
け
た
い
。

-
商
売
の
ス
タ
イ
ル

庖
員
は
、
ほ
と
ん
ど
の
例
で
棚
の
後
ろ
に
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
姿
勢
が
確

認
で
き
る
も
の
を
み
る
と
、
庖
員
は
坐
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
庖
員
は
土

聞
に
い
る
こ
と
も
多
く
、
土
聞
は
作
業
の
場
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
①
③
④
の
よ
う

に
客
に
対
す
る
商
売
の
場
や
商
品
の
置
き
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
初
期
の
庖
舗
で
は
往
来
の
者
だ
け
が
客
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

先
に
庖
舗
の
数
量
等
か
ら
確
認
し
た
結
果
と
共
通
性
が
う
か
が
え
る
。

庖
員
と
棚
と
の
高
さ
関
係
を
み
る
と
、
庖
員
が
着
座
す
る
位
置
よ
り
高
い
場
所
に

棚
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
棚
を
使
っ
た
商
売
の
ス
タ
イ
ル
は
、
現
代
の

鉄
道
駅
で
み
ら
れ
る
キ
オ
ス
ク
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

庖
員
が
い
る
棚
後
方
の
屋
内
に
注
目
す
る
と
、
⑤
京
都

C
を
除
く
と
、
商
品
は
置

か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
棚
と
庖
員
の
い
る
場
所
が
空
間
的
に
区
分
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑤
京
都

C
で
は
、
屋
内
に
も
棚
と
連
続
す
る
形
で
商
品
を
描

い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
棚
と
部
屋
に
連
続
性
が
あ
り
、
通
り
に
対
し
て
内
部
ま
で
聞

く
形
で
、
庖
舗
と
通
り
の
関
係
が
強
い
姿
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
を
先
に
み
た
棚
の
造
り
付
け
方
や
高
さ
の
変
化
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、

時
代
と
と
も
に
庖
舗
と
通
り
の
関
係
が
密
接
に
な
り
、
往
来
を
相
手
に
商
売
を
行
う

」
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

庖
員
の
性
別
・
年
令
を
み
る
と
、
女
・
子
供
の
場
合
が
多
く
、
家
長
に
あ
た
る
人

物
が
届
内
に
描
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
通
り
に
構
え
た
庖
舗
の
窓

日
販
売
的
な
業
務
が
、
中
世
前
半
ま
で
は
商
人
の
主
た
る
業
務
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
、
商
売
の
上
で
、
通
り
に
面
し
た
庖
舗
の
役
割
が
、
そ
れ

ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

客
の
側
を
み
て
み
る
と
、
棚
の
前
に
立
つ
者
、
土
間
の
中
に
立
つ
者
、
土
聞
の
前

に
坐
る
者
が
み
ら
れ
る
。
客
が
坐
る
例
は
③
の
一
例
の
み
で
、
そ
れ
を
み
る
と
、
土

聞
や
床
高
の
棚
に
商
品
を
並
べ
る
形
式
は
、
坐
る
客
と
の
商
売
を
想
定
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対
に
、
床
高
以
外
の
棚
を
設
け
る
形
の
庖
舗
は
、
立
っ
た
客

を
対
象
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
商
品
の
履
物
と
同
様
に
、
庖
舗

の
建
築
が
通
り
を
往
来
す
る
人
を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

-
市
と
庖
舗

庖
舗
の
建
築
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
に
思
い
付
く
の

が
市
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
出
」
と
い
う
語
は
、
市
と
関
係
し
て
い
る
。

史
料
上
で
は
、
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た

『
倭
名
類
従
抄
』
に
、
「
庖
家
」
を

「
マ
チ
ヤ
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
町
家
と
庖
舗
を
関
係
付
け
る
ひ
と
つ
の
根

マ
チ
が
市
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
マ

拠
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

チ
ヤ
は
市
に
建
つ
仮
設
的
な
建
物
で
、
建
築
史
学
上
の
町
家
に
は
該
当
し
な
い
こ
と

を
〔
高
橋
二

O
O
二
が
指
摘
し
て
い
る
。

市
に
立
つ
建
家
は
、
簡
略
で
仮
設
的
な
建
物
だ
っ
た
。
絵
画
史
料
で
い
え
ば

遍
上
人
絵
伝
」

の
備
前
回
福
岡
市
や
信
濃
国
伴
野
市
を
描
い
た
風
景
に
よ
っ
て
、
そ

の
様
子
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
市
の
建
物
が
常
設
化
し
て
庖
舗
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
市
と
庖
舗
の
建
築
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
〔
高
橋
二

0
0

一
〕
は
、
①
の
庖
舗
を
例
に
あ
げ
て
、
「
見
世
棚
は
(
中
略
)
陳
列
台
で
あ
る
た
め

窓
の
場
合
よ
り
も
敷
居
を
か
な
り
下
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
り

の
設
計
・
施
工
が
必
要
で
あ
る
の
で
、

ふ
つ
う
の
町
家
を
後
か
ら
改
造
す
る
の
は
そ

れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
こ
の
場
面
の
魚
屋
は
、
専
用
庖
舗
で
は
な
く
、
庖
舗
兼
用

小
屋
、

つ
ま
り
町
小
屋
と
し
て
始
め
か
ら
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
見

世
棚
を
も
っ
た
町
家
の
規
模
が
と
く
に
小
さ
い
の
は
、
住
人
の
経
済
力
に
よ
る
と
い

1ラ6



[中世の都市における盾舗の建築]・・…後醸 治

う
よ
り
も
、

「町
」
(市
)
の
建
物
の
特
色
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、

①
の
庖
舗
を
魚
屋
と
み
る
の
は
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
市

と
の
関
係
に
も
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
第

一
の
理
由
は
、
庖
舗
の
建
築
に
み
ら
れ
る
棚

の
高
さ
と
客
の
姿
勢
が
、
市
の
そ
れ
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
一

遍
上
人
絵
伝
」

に
描
か
れ
た
市
で
は
、
広
員
は
地
べ
た
又
は
低
い
置
き
棚
の
上
に
商
品
を
並
べ
て
お

り
、
客
は
主
に
庖
の
前
に
坐
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

①
の
棚
の
高
さ
は
、
立

っ
た
客
を
相
手
に
す
る
形
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
庖
舗
の
建
築
が
、
市
の
仮
設
建

築
と
直
結
し
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
庖
舗
の
建
築
に
対
す
る
〔
高
橋

二
O
O
乙

の
見
解
に
つ
い
て
も
疑
問

が
あ
る
。
①
②
に
み
ら
れ
る
棚
の
高
さ
は
、
窓
に
近
い
も
の
で
、
敷
居
を
窓
よ
り

「か
な
り
下
」
に
は
取
り
付
け
て
い
な
い
。
ま
た
、

①

1
⑤
の
庖
舗
を
建
築
す
る
た

め
に

「そ
れ
な
り
の
設
計

・
施
工
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
は
町

家
の
建
築
を
改
造
し
て
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
町
家
の
庇
部
分
だ
け

を
改
造
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
施
工
上
さ
ほ
ど
困
難
な
工
事
と
は
い
え
な
い
。
①
の
方

杖
に
よ
る
棚
の
支
持
形
式
で
あ
れ
ば
最
も
簡
単
な
工
事
で
す
む
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
初
期
の
届
舗
は
、
む
し
ろ
、
都
市
内
の
小
規
模
な
住

宅
建
築
を
改
造
・
改
良
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
し
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
初
期
の
段
階
か
ら
、
通
り
か
ら
の
外
来
客
に
商
売
を
行
う
こ
と
を
意
識
し
た

も
の
が
存
在
し
、
そ
の
例
が
時
代
と
と
も
に
徐
々
に
増
加
し
た
も
の
と
考
え
る
。

@
『洛
中
洛
外
図
扉
風
』歴
博
甲
本
の
庖
舗

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
中
世
前
半
ま
で
に
は
、
庖
舗
が
通
り
に
面
し
て
軒
を
連
ね

る
風
景
は
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
つ
頃
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
姿
を
確
認
で
き
る
絵
画
史
料
は
、
降
っ
て

一
五
三
0
年
代
の
景

観
を
描
い
た
と
さ
れ
る

『治
中
洛
外
国
扉
風
』
歴
博
甲
本
(
以
下

「歴
博
甲
本
」
と

略
す
)

図
7
)
に
な
る
。

『洛中洛外国扉風J歴博甲本の庖舗図7

す
る
と
、

歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た
応
舗
の
建
築
に
つ
い
て
、
前
章
と
同
様
の
視
点
か
ら
検
討

い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
違
い
が
確
認
で
き
る
。

-
中
世
前
半
ま
で
と
の
違
い

庖
舗
の
数
量

・
分
布
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
数
量
だ
け
で
な
く
、
通
り
に
面
し
た

く
場
所
も
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。

数
そ
の
も
の
が
増
加
し
て
い
る
。
街
区
の
通
り
側
の
建
物
す
べ
て
を
庖
舗
と
し
て
描

一
棟
の
町
家
を
複
数
の
庖
舗
が
使
用
す
る
形
の
も

の
も
み
ら
れ
る
。
配
置
に
つ
い
て
は
、

町
家
の
正
面
が
通
り
に
面
し
て
そ
ろ
う
形
で

捕
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
往
来
と
の
商
売
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
り
、
通

り
に
面
し
た
庖
舗
の
建
築
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

lう7

庖
舗
の
建
築
の
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
棚
で
あ
る
。
歴
博
甲
本
の
棚
は
、
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附
属
棚
の
形
に
描
く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
常
設
棚
は
み
ら
れ
な
い
。
棚
以
外
の
建

物
部
分
を
み
る
と
、
棚
を
持
た
な
い
他
の
町
家
と
か
わ
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
中

世
前
半
ま
で
の
庖
舗
が
時
代
と
と
も
に
棚
を
常
設
化
し
て
い
た
の
と
反
対
に
、

般

の
町
家
と
の
互
換
性
が
高
ま
っ
た
形
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
通
り
に
対
す
る
商
売
意

識
と
裏
腹
に
、
棚
が
建
物
の
附
属
物
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。

一
方
、
通
り
に
対
す
る
商
売
意
識
と
連
動
し
て
、
棚
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
棚
の
幅
や
出
は
大
型
化
し
て
お
り
、
建
物
の
軒
先
よ
り
外
に
出
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
棚
を
建
物
の
正
面
だ
け
で
な
く
側
面
に
設
け
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
世
前
半
か
ら
続
い
て
、
棚
の
重
要
性
が
増
し
て

い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

商
品
に
つ
い
て
は
、
種
類
が
豊
富
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
特
定
の
商
品
を
扱

う
い
わ
ば
専
門
庖
の
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
に
お
い
て
流
通

し
消
費
さ
れ
る
商
品
が
増
加
し
た
こ
と
並
び
に
商
品
を
扱
う
商
人
が
増
加
し
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。
専
門
庖
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
庖
舗
数
の
増
加
に
よ
っ
て
庖
舗

ど
う
し
に
差
別
化
の
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
具
体
的
な
史
料
は
持
た
な
い
が
、
人
口
の
増
加
や
交
通
の
発
達
に
よ
る

消
費
量
拡
大
の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

専
門
庖
の
増
加
と
は
反
対
に
、
食
物
一
等
一
の
日
用
品
を
扱
う
庖
は
目
立
た
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
お
も
に
振
り
売
り
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

庖
舗
を
構
え
る
商
人
の
性
格
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
庖
舗
に

み
ら
れ
る
庖
員
も
、
中
世
前
半
ま
で
の
女
・
子
供
だ
け
で
は
な
く
、
庖
主
と
考
え
ら

れ
る
人
物
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

商
売
の
ス
タ
イ
ル
を
み
る
と
、
棚
の
吉
一
同
さ
と
棚
後
方
に
あ
る
部
屋
の
床
高
(
庖
員

の
着
座
高
)
の
差
が
小
さ
い
も
の
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
な
か
に
は
同
じ
高
さ
の

も
の
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
棚
と
部
屋
の
連
続
性
が
強
ま
り
、
通
り
と
建
物
の
関

係
が
さ
ら
に
緊
密
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
前
時
代
か
ら
続
く
傾
向
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
棚
の
高
さ
に
つ
い
て
は
.
部
屋
の
床
高
よ
り
も
高
い
も
の
が
多
く
、

棚
と
部
屋
の
境
に
建
具
や
格
子
を
入
れ
て
仕
切
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
部

屋
と
棚
に
商
品
を
連
続
し
て
並
べ
た
例
も
少
な
い
。
こ
れ
は
、
棚
と
部
屋
が
空
間
的

に
は
区
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
世
前
半
ま
で
で
は
、
棚
と
部
屋
の

境
に
建
具
等
を
入
れ
て
い
る
の
は
⑥
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、

概
と
部
屋
の
区
分
は
、
歴
博
甲
本
の
方
が
明
確
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
歴
博
甲
本
に
み
る
庖
舗
の
建
築
は
、
中
世
前
半
ま
で
と
比
較
す
る
と
、

通
り
と
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
一
方
で
、
棚
の
造
り
付
け
方
、

棚
と
そ
の
後
方
の
部
屋
の
区
分
と
い
っ
た
部
分
に
、
そ
れ
と
は
連
動
し
な
い
部
分
も

み
ら
れ
る
。

な
お
、
通
り
と
建
物
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
歴
博
甲
本
で
は
、
建
物
に
よ
っ
て
は

暖
簾
や
看
板
に
サ
イ
ン
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
の
種
類
や
自
ら
の
存
在
を

通
り
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
暖
簾
や
サ
イ
ン
か
ら
も
、
通

り
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
が
確
認
さ
れ
る
。

-
中
世
後
半
の
変
化
と
市

以
上
の
よ
う
な
中
世
前
半
か
ら
歴
博
甲
本
の
聞
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生

じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

両
者
の
聞
に
生
じ
た
商
業
上
の
変
化
の
な
か
で
、
史
料
上
確
認
さ
れ
る
も
の
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
市
の
場
所
の
変
化
で
あ
る
。
古
く
市
は
、
寺
社
の
門
前
を
含
む
境

内
や
、
公
設
の
市
・
広
場
等
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
中
世
後
半
に
は
、
通
り
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
〔
高
橋
二

O
O
一
〕
は
、
そ

の
初
期
の
も
の
を
座
に
よ
る
露
屈
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
の
通
り
に
立
つ
市
が
、
歴
博
甲
本
の
よ
う
な
風
景
に
変
化
し
た
と
考
え
る
の
は
、

す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
東
国
・
東
北

地
方
の
近
世
町
屋
の
成
立
に
関
す
る
〔
伊
藤
裕
久

一
九
九
六
〕
が
あ
る
。
伊
藤
は

そ
の
な
か
で
、
「
元
来
は
「
ミ
セ
」
を
住
居
内
に
も
た
ず
、
市
を
町
に
取
り
込
む
過

程
で
、
屋
敷
内
に
「
内
庖
」
や
「
平
町
」
の
よ
う
な
仮
設
的
な
庖
棚
が
設
け
ら
れ
る
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こ
と
か
ら
市
と
の
直
接
的
関
係
が
発
生
し
、
そ
れ
ま
で
道
路
と
ル
ー
ズ
な
関
係
で
あ

っ
た
住
居
形
態
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
た
。
伊
藤
は
、
さ
ら
に

〔
都
市
史
研
究
会

一
九
九
六
〕
に
お
い
て
、
「
住
宅
の
前
に
二
開
く
ら
い
の
空
地
が

あ
っ
て
そ
こ
を
内
庖
と
呼
ん
で
い
る
が
必
ず
し
も
常
設
的
な
庖
舗
で
は
な
く
、
差
し

掛
け
の
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
蔑
賛
と
か
床
屈
の
よ
う
な
か
た
ち
の
下
屋
を
設
け
る
と

い
っ
た
も
の
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

の
な
か
で
高
橋
康
夫
は
、
「
(
京
都

の
)
南
北
朝
前
期
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
町
と
称
し
て
い
る
の
は
、
道
路
に
接
し
た
敷
地
、

ま
た
、
同
じ
〔
都
市
史
研
究
会

一
九
九
六
〕

街
区
の
中
の
前
面
の
数
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
範
囲
だ
っ
た

(
中
略
)
差
し
掛
け
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
商
売
の
品
物
を
入
れ
て
お
く
か
、
も
し
く
は
そ
こ
で
露
庖
を
聞
い
て

い
る
o

(
中
略
)
少
な
く
と
も
南
北
朝
頃
に
は
床
庖
、
内
屈
そ
れ
か
ら
床
庖
的
な
も

の
が
す
で
に
出
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

伊
藤
、
高
橋
に
し
た
が
え
ば
、
座
に
よ
る
露
庖
か
ら
、
さ
し
か
け
を
も
っ
「
内

庖
」
「
床
庖
」
へ
、
そ
し
て
、
歴
博
甲
本
の
庖
舗
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
け

れ
ど
も
、
歴
博
甲
・
本
の
底
舗
は
、
市
に
立
つ
「
庖
」
と
は
い
く
つ
か
相
違
点
も
み
ら

れ
る
。
以
下
で
は
、
歴
博
甲
本
に
み
ら
れ
る
庖
舗
の
建
築
的
な
特
徴
と
市
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

[中世の都市における宿舗の建築]・・・・後援 治

圃
市
と
歴
博
甲
本
の
庖
舗

歴
博
甲
本
の
庖
舗
と
市
と
の
聞
に
、
類
似
性
が
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て
は
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
附
属
棚
の
よ
う
な
仮
設
的
な
も
の
が
主
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
庖
舗
が
軒
を
連
ね
て
ま
と
ま
っ
て
存

在
す
る
こ
と
や
、
庖
舗
の
種
類
と
し
て
専
門
庖
が
多
い
こ
と
も
、
市
と
類
似
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
歴
博
甲
本
の
庖
舗
と
市
と
の
相
違
点
は
以
下
の
点
に
あ
る
。
ひ

と
つ
は
、
商
品
の
陳
列
場
所
で
あ
る
。
市
の
建
物
は
庖
舗
専
用
建
築
な
の
で
、
商
品

の
陳
列
場
所
は
い
わ
ば
建
物
全
体
で
あ
る
。
一
方
、
歴
博
甲
本
で
は
、
陳
列
場
所
は

お
も
に
建
物
に
付
い
た
棚
だ
け
で
あ
る
。
次
に
商
品
を
陳
列
す
る
高
き
で
あ
る
。
市

で
は
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
に
描
か
れ
た
市
の
よ
う
に
、
土
間
床
に
近
い
所
に
商
品

を
並
べ
、
庖
員
が
座
っ
て
売
る
。
こ
れ
に
対
し
、
歴
博
甲
本
の
棚
は
建
物
の
床
上
部

分
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
り
、
往
来
を
立
っ
て
通
る
客
に
あ
わ
せ
た
形
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
商
品
の
陳
列
場
所
や
棚
の
高
さ
だ
け
を
み
る
と
、
歴
博
甲
本
の
屈
舗
は

中
世
前
半
ま
で
の
庖
舗
に
近
い
。

も
し
、
伊
藤
や
高
橋
の
よ
う
に
「
内
庖
」
「
床
応
」
と
し
て
差
し
掛
け
庇
の
よ
う

な
も
の
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
常
設
化
し
た
も
の
は
建
物
の
庇
空
間
に
あ
た

る
棚
後
方
の
部
屋
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
棚
後
方
の
部
屋
は
商
品
の

陳
列
場
所
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
歴
博
甲
本
の
庖
舗
建
築
を
市
の

常
設
化
と
み
る
な
ら
、
伊
藤
や
高
橋
の
い
う
「
内
庖
」
「
床
庖
」
は
、
む
し
ろ
棚
の

部
分
と
な
る
。
同
時
に
、
中
世
後
半
に
は
、
腰
高
程
度
の
高
さ
の
棚
を
用
い
て
、
立

っ
た
客
に
商
品
を
売
る
形
の
「
庖
」
が
市
に
お
い
て
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
九
二
〕
が
あ
る
。

「棚
H
市
の
常
設
化
」
説
を
支
持
し
た
も
の
に
〔
伊
藤
毅

伊
藤
は
、
一
六
世
紀
中
期
の
史
料
等
を
も
と
に
、
「
お
そ
ら
く
町
屋
と
棚
の
関
係
は
、

町
と
市
と
の
関
係
と
同
じ
で
、
原
理
的
に
は
つ
ね
に
分
離
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

町
屋
の
見
世
棚
が
近
世
に
入
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
建
築
本
体
に
付
属
す
る
取
り
外
し

可
能
な
簡
易
な
装
置
で
あ
り
続
け
た
こ
と
(
中
略
)
を
想
起
す
る
時
、
町
屋
と
棚
は

そ
れ
ぞ
れ
別
の
範
障
で
捉
え
た
方
が
よ
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

伊
藤
が
述
べ
る
「
取
り
外
し
可
能
な
装
置
」
と
い
う
見
方
は
、
歴
博
甲
本
に
み
ら

れ
る
棚
の
附
属
的
な
構
法
や
、
棚
と
後
方
の
部
屋
の
区
分
を
考
え
る
と
、
注
目
に
値

す
る
。
け
れ
ど
も
、
棚
と
後
方
の
部
屋
と
の
関
係
は
、
棚
の
高
さ
か
ら
み
る
と
連
続

性
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
間
仕
切
り
に
使
わ
れ
て
い
る
格
子
等
を
み
て
も
連
続
性
の

確
保
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
博
甲
本
の
棚
が
、
本
当
に
取
り

外
し
可
能
な
装
置
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
実
際
に
、
棚
を
取
り
外
し

た
形
を
描
い
た
と
確
実
に
い
え
る
町
家
は
、
歴
博
甲
本
に
は
存
在
し
な
い
。

Iう9



国立歴史民俗樽物館研究報告

第 113集 2004年 3月

-
棚
・
庖
の
語
義
と
役
割

棚
と
庖
舗
の
関
係
は
、
史
料
上
も
確
認
さ
れ
る
。

一
七
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た

『
日
葡
辞
書
」
を
み
る
と
「
ミ
セ
」
は
、
「
種
々
の
売
物
を
並
べ
る
庖
、
棚
、
ま
た
は
、

板
」
と
あ
り
、
「
ミ
セ
ダ
ナ
」
は
、
「
売
物
の
品
物
を
並
べ
て
置
く
庖
、
ま
た
は
、

棚
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
棚
日
庖
舗
」
と
い
う
考
え
方
と
、
庖
舗
の
設
備
と
し
て

の
械
の
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。
か
つ
て
「
庖
」
の
語
は
、
専
ら
市
と
関
係
し
て
い

た
の
で
、
語
義
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
歴
博
甲
本
に
み

ら
れ
る
棚
が
、
中
世
前
半
ま
で
と
比
較
し
て
重
要
性
が
増
し
て
い
る
と
い
う
先
の
推

定
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

歴
博
甲
本
の
棚
の
役
割
は
、
商
品
の
陳
列
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、

一
九
九
九
〕
は
、
歴
博
甲
本
に
み
ら
れ
る
棚
を
、
現
存
す
る
町
家
に
も
み
ら

〔
水
藤

れ
る
バ
ッ
タ
リ
床
机
(
ア
ゲ
ミ
セ
と
も
い
う
)
(
図
8
)
で
、
「
シ
ョ

l
ウ
イ
ン
ド

ー
」
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
「
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
」
と
い
う
見
解
は
注
目
に
値
す
る
。
歴
博
甲

本
に
は
、
道
へ
の
サ
イ
ン
と
し
て
、
暖
簾
や
看
板
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
先
述
し
た
。
け
れ
ど
も
、
暖
簾
や
看
板
を
サ
イ
ン
と
し
て
使
用
し
て
い
る
数
は
少

バッタリ床机図8

な
い
。
ま
た
、
暖
簾
や
看
板
に
サ
イ
ン
を
示
し
た
家
に
は
、
棚
が
み
ら
れ
な
い
も
の

が
多
い
。
反
対
に
、
棚
が
あ
る
家
に
は
、
暖
簾
や
看
板
の
サ
イ
ン
が
あ
る
も
の
は
少

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
棚
に
陳
列
す
る
商
品
に
、
商
品
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、

屈
の
性
格
を
往
来
に
一
不
す
サ
イ
ン
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
、
バ
ッ
タ
リ
床
机
と
い
う
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
棚
の
高
さ

が
、
人
が
腰
掛
け
る
に
は
や
や
高
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
き
さ
か
ら
み
て
、

簡
単
に
格
納
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
細
か
い
点
を
あ
げ
る
と
、
棚
の

脚
元
の
構
造
も
、
格
納
す
る
に
は
不
向
き
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
実
際
に
腰
掛
け
た

人
の
姿
も
、
歴
博
甲
本
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
〔
高
橋
二

O
O
乙
は
、
歴
博
甲
本
の
棚
を
、
半
蔀
を
お
ろ
し
て
棚
と
し

た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
棚
の
脚
部
を
ど
う
納
め
る
か
に
問
題
は
あ
る
が
、
棚
の

構
造
や
大
き
さ
か
ら
み
て
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
場
合
、
棚
と
部
屋
の
床
高

の
レ
ベ
ル
差
は
、
床
面
か
ら
窓
台
ま
で
の
高
さ
と
建
具
の
厚
さ
の
和
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

@
そ
の
後
の
庖
舗
の
建
築

建
築
史
学
で
は
、
歴
博
甲
本
に
み
ら
れ
る
町
家
を
、
現
代
も
京
都
や
そ
の
周
辺
に

残
さ
れ
て
い
る
近
世
の
町
家
と
基
本
的
に
か
わ
り
な
い
も
の
と
す
る
見
方
が
一
般
的

一
九
八
三
〕
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
庖
舗
建
築
を
検
討
し
て
き
た
観
点
に
立
つ
と
、
歴
博
甲
本

庖
舗
と
現
存
す
る
近
世
の
町
家
に
は
様
々
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
歴
博

で
あ
る
。
例
え
ば
〔
玉
井

甲
本
の
状
況
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
近
世
の
町
家
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
最
後
に
歴
博
甲
本
以
降
の
『
洛
中
洛
外
困
層
風
」
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
様
子

を
み
て
み
た
い
。
以
下
文
中
に
「

O
O本
」
と
あ
る
も
の
は
、
『
洛
中
洛
外
国
扉
風
』

を
一
不
す
。
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図9 上杉本の庖舗

図10 勝興寺本の底舗

図11 舟木本の底舗
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-
ミ
セ
ノ
マ
の
誕
生

最
も
目
立
つ
の
は
、
棚
と
そ
の
後
方
の
部
屋
の
変
化
で
あ
る
。
建
築
に
つ
い
て
い

う
と
、
ま
ず
、
棚
と
部
屋
の
間
仕
切
り
を
と
っ
た
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
は
歴
博
甲
本
と
大
き
な
年
代
差
が
な
い
東
博
模
本
、
上
杉
本
(
図
9
)
で
既
に
確

認
さ
れ
る
。
次
に
、
棚
の
位
置
が
低
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
棚
の
高
さ
は
、
部
屋
と

同
一
ま
た
は
部
屋
よ
り
も
一
段
低
い
位
置
の
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、

一
七
世
紀
初
期
の
京
博
本
、
勝
興
寺
本
(
図
叩
)
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

棚
に
商
品
を
置
か
な
い
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
一
七
世
紀
前
期
の
神

戸
市
立
博
物
館
本
、
舟
木
本
(
図
日
)
等
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。

商
売
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
み
る
と
、
棚
と
部
屋
の
間
仕
切
り
の
変
化
に
あ
わ
せ

て
、
部
屋
の
中
に
商
品
を
陳
列
す
る
庖
舗
が
増
加
す
る
。
次
に
棚
の
高
さ
が
低
く
な

る
こ
と
に
と
も
な
い
、
棚
に
腰
掛
け
た
形
の
客
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、

時
代
が
降
る
と
、
棚
だ
け
で
な
く
室
内
に
上
が
り
込
む
客
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
変
化
か
ら
、
棚
は
バ
ッ
タ
リ
床
机
に
近
付
き
、
商
売
の
ス
タ
イ
ル
は
、
鉄

道
駅
の
キ
ヨ
ス
ク
の
よ
う
に
広
員
が
窓
口
で
客
に
接
す
る
形
か
ら
、
部
屋
の
中
で
庖

員
が
客
に
対
す
る
形
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
時
代
が
降
る
ほ

ど
、
建
物
の
内
部
が
庖
舗
に
な
り
、
客
が
屋
内
に
入
り
込
む
こ
と
は
、
〔
宮
津

八
O
〕
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。

九

『
国
史
大
辞
典
』

の
タ
ナ
の
項
目
(
中
部
よ
し
子
解
説
)

で
は
、
「
江
戸
時
代
に
入

(
中
略
)
庖
は
室
内
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
洛

中
洛
外
国
扉
風
』
に
見
ら
れ
る
変
化
と
、
よ
く
あ
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
近
世
の
町

っ
て

家
で
は
、
通
り
に
面
し
た
表
側
の
部
屋
を
、
「
ミ
セ
」
ま
た
は
「
ミ
セ
ノ
マ
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
原
形
は
、
神
戸
市
立
博
物
館
本
・
舟
木
本
等
に
み

ら
れ
る
室
内
に
客
が
入
り
込
ん
だ
風
景
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

-
座
売
り
と
陳
列
式

舟
木
本
等
に
お
い
て
、
室
内
の
客
と
庖
員
は
、
と
も
に
座
っ
た
形
で
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
、
商
売
の
形
態
は
近
世
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
代

の
庖
舗
建
築
を
研
究
し
た
〔
初
回
二

O
O
乙
は
、
こ
の
形
態
を
「
座
売
り
」
と

読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
近
世
の
座
売
り
に
対
し
て
、
近
代
に
入
る
と
、
土
間
に
商

品
を
陳
列
し
、
客
が
立
っ
て
み
な
が
ら
商
品
を
買
う
「
陳
列
式
」
に
、
変
化
し
た
と

述
べ
て
い
る
。

中
世
前
半
ま
で
の
庖
舗
や
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た
庖
舗
の
形
態
は
、
棚
に
陳
列
さ

れ
た
商
品
を
、
客
が
立
っ
て
み
な
が
ら
買
う
「
陳
列
式
」
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ

で
は
、
座
売
り
は
近
世
特
有
の
商
売
の
形
態
で
、
中
世
に
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
近
世
に
は
な
ぜ
座
売
り
に
よ
っ
て
商
売
を
行
う
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
で
も
、
契
約
書
を
作
成
す
る
よ
う
な
重
要
な
商
取
引
に
お
い
て
、
立
ち
な
が

ら
契
約
書
を
記
す
者
は
い
な
い
。
商
取
引
を
行
う
者
ど
う
し
が
同
一
の
席
に
着
く
こ

と
は
、
契
約
行
為
の
な
か
で
、
必
要
な
動
作
と
い
え
る
。
座
売
り
は
、
こ
の
契
約
行

為
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
座
売
り
を
契
約
行
為
と
み
る
と
、

陳
列
式
の
方
は
、
商
品
の
値
段
を
庖
員
と
客
が
予
め
了
解
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、
契
約
に
か
か
る
時
間
と
動
作
を
短
縮
・
簡
略
化
し
た
取
引
の
形
態
と
い
え
る
。

商
取
引
に
か
か
わ
る
契
約
行
為
は
、
中
世
に
も
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
商
品
の

価
値
・
価
格
や
判
断
基
準
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
契
約
行
為
は

近
世
以
上
に
重
視
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
の
商
人
達
も
、
契
約

行
為
と
し
て
の
座
売
り
は
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

園
高
家
と
庖
舗

そ
れ
で
は
、
初
期
の
『
洛
中
洛
外
図
扉
風
』
ま
で
の
絵
画
史
料
に
、
座
売
り
の
風

景
は
な
ぜ
描
か
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
の
商
取
引
に
お
い

て
は
、
契
約
を
通
り
か
ら
み
え
る
場
所
で
行
う
必
要
が
無
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
た

い
。
一
言
い
か
え
れ
ば
、
近
世
の
特
徴
的
な
点
は
、
座
売
り
の
よ
う
な
契
約
行
為
を
、

通
り
か
ら
み
え
る
部
屋
で
行
っ
て
い
た
こ
と
に
見
出
せ
る
。
こ
れ
は
契
約
行
為
の
場
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[洛中洛外国扉風jに描かれた商家図12

と
、
商
品
を
陳
列
す
る
庖
(
棚
)
を
、
同

一
の
場
所
に
し
て
、
通
り
か
ら
み
え
る
部

屋
を
そ
の
場
に
あ
て
た
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
歴
博
甲
本
と
舟
木
本
等
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
商
売
の

ス
タ
イ
ル
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
詳
し
い
デ
1
タ
を
持
た
な
い
が
、

こ
の
時
期
の
京
都
に
は
、
豊
臣
秀
吉
ら
に
よ
る
都
市
改
造
を
契
機
に
し
て
、
他
所
か

ら
の
大
量
の
人
口
流
入
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
当
然
、
往
来
を
歩
く
人
口

も
増
加
し
た
だ
ろ
う
。
商
人
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
人
々
を
客
と
す
る
こ
と
が
、

商
売
の
繁
栄
に
直
結
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
博
甲
本
と
舟
木
本
等
と
の
聞
の

変
化
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
事
情
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
庖
舗
の

建
築
と
通
り
と
の
密
接
な
関
係
は
、
陳
列
の
場
を
室
内
に
取
り
こ
む
舟
木
本
等
に
み

ら
れ
る
形
態
に
よ
っ
て、

は
じ
め
て
出
来
上
が

っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
初
期
の

『治
中
洛
外
国
扉
風
」
ま
で
の
庖
舗
に
お
い
て
も
、
契
約
行
為
の

場
は
通
り
に
面
し
た
部
屋
ま
た
は
通
り
に
近
い
部
屋
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現

代
の
住
宅
で
も
客
聞
は
、
入
口
に
最
も
近
い
場
所
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
寝

殿
造
や
書
院
造
の
よ
う
な
上
層
階
級
の
住
宅
で
も
、
接
客
空
間
と
入
口
と
は
直
接
結

ば
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
庖
員
が
客
と
契
約
す
る
場
も
、
建
物
の
な
か
で

入
口
に
最
も
近
い
場
所
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
町
家
で
い
え
ば
、

通
り
に
面

し
た
部
屋
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
契
約
行
為
の
場
と
棚
の
関
係
は
ど
う
だ

つ
た
だ
ろ
う
か
。
往
来
の
通

行
人
を
客
に
せ
ず
、
特
定
の
客
に
対
応
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
契
約
の
場
に
棚
は
必

要
無
い
。
契
約
の
場
に
は、

せ
い
ぜ
い
商
品
を
収
納
す
る
場
や
商
品
見
本
を
置
く
場

が
あ
れ
ば
す
む
。
棚
を
も
た
ず
、
契
約
の
場
を
持
つ
商
人
が
経
営
す
る
建
物
。
中
世

に
は
、
こ

の
よ
う
な
建
物
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
建
物
は
、
棚
を
も
っ

庖
舗
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

「商
庖
」

い
わ
ば

「商
家
」
と
い

で
は
な
く

え
る
だ
ろ
う
。

商
家
は
、
近
世
に
も
存
在
し
た
。
実
際
に

「浴
中
治
外
国
扉
風
」
の
各
本
に
も
、

棚
を
持
た
な
い
町
家
の
な
か
に
、
商
家
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
数
描
か
れ
て
い
る

(図
ロ
)
。
現
存
す
る
町
家
に
も
、
ミ
セ
ノ
マ
の
正
面
に
格
子
が
入
っ
て
い
て
、
通
り

に
向
か
っ
て
開
放
で
き
な
い
部
屋
を
よ
く
み
か
け
る
。
こ
れ
ら
は
、
「仕
舞
屋
風
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
庖
舗
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
商
家
で
あ
る
と
考

え
れ
ば
、
ご
く
普
通
の
構
え
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
と
、
む
し
ろ
商
家

の
契
約
の
場
が

「
ミ
セ
」
「
ミ
セ
ノ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
方
が
、
特
筆
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
舟
木
本
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
庖

(棚
)
と
契
約
の
場
が

一
体
化
し
、
そ

の
場
が
ミ
セ

・
ミ
セ
ノ
マ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
結
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

中
世
に

「
商
家
」

と
い
う
存
在
を
想
定
す
る
と
、
歴
博
甲
本
の
棚
後
方
の
部
屋
も、

契
約
の
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
応
舗
と
し
て
み
て
き
た
建

物
も
、
商
家
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
棚
は
市
を
常
設
化
し
た
も
の
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で
は
な
く
、
商
家
が
往
来
と
の
取
引
を
怠
識
し
て
出
し
た
サ
イ
ン
を
兼
ね
た
商
品
陳

列
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
歴
博
甲
本
の

棚
に
は
、
通
り
に
対
す
る
サ
イ
ン
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
。
棚
を
商
家
の
サ
イ
ン

と
考
え
れ
ば
、
棚
の
構
造
が
仮
設
的
で
あ
る
こ
と
や
、
棚
と
部
屋
が
区
分
さ
れ
つ
つ

連
続
性
も
も
っ
て
い
た
こ
と
に
、
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
商
家
が
、
棚
を

利
用
し
て
往
来
に
宣
伝
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
拡
大
や
利
益
の
増
収
を
図
る

こ
と
が
で
き
、
商
庖
へ
と
変
貌
を
と
げ
た
時
代
。
中
世
後
半
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け

て
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
中
世
の
庖
舗
の
建
築
に
つ
い
て
、
絵
画
史
料
を
も
と
に
、
概
略
の
流

れ
を
述
べ
た
。
本
論
で
提
示
で
き
た
も
の
は
、
あ
く
ま
で
、
絵
画
史
料
を
建
築
史
学

の
視
点
か
ら
分
析
し
て
得
た
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
と
く
に
、
中
世
の
町
家
に
お
け
る

契
約
の
場
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
商
家
一
か
ら
商
庖
へ
の
変
貌
が
い
つ
頃
行
わ
れ
た

の
か
な
ど
に
つ
い
て
断
定
的
な
こ
と
を
述
べ
る
に
は
、
文
献
史
料
生
す
か
ら
み
た
詳
細

な
検
討
も
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
論
で
は

『
浩
中
洛
外
図
扉
風
』

の
庖
舗
を
一
括
し
て
論
じ
た
が
、
実
際

に
は
、
白
舗
の
性
格
や
種
別
に
応
じ
て
、
建
築
に
も
違
い
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

〔
高
橋
二

O
O
一
〕
が
注
目
し
た
茶
屋
を
み
る
と
、
棚
を
つ
く
ら
ず
、
土
間
で
商
売

を
し
て
い
た
様
子
が
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
池
田
本
に
描
か
れ
た
魚

屋
な
ど
を
み
る
と
、
近
代
に
主
流
と
な
る
陳
列
式
と
同
じ
よ
う
な
庖
舗
が
確
認
さ
れ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
同
種
の
庖
舗
が
数
軒
並
び
、
専
門
庖
街
の
よ
う
な
様
子
を
描
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
庖
舗
の
種
別
や
業
務
の
性
格
に
応
じ
た
違
い
に
よ

る
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
υ

同
様
に
、
『
洛
中
洛
外
国
扉
風
』

で
は
、
通
り
に
応
じ
て
風
景
が
描
き
分
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
通
り
の
性
格
に
応
じ
て
、
庖
舗
や
商
家
の

性
格
も
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
『
洛
中
洛
外
国
扉
風
』
に
は
、
そ
の
違
い
も

描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
検
討
も
本
論
で
は
し
て
い
な
い
。
通
り

課
題
で
あ
る
。

の
性
格
や
規
模
に
応
じ
た
庖
舗
や
商
家
の
建
築
的
な
変
遷
を
追
う
こ
と
も
、
今
後
の

多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
提
示
し
た
仮
説
に
対
し
て
、
多
方
面

か
ら
の
意
見
が
聞
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

参
考
文
献

伊
藤
毅
一
九
九
三
「
町
屋
の
表
層
と
中
世
京
都
」
『
都
市
の
中
世
』
古
川
弘
文
館
(
同
一
一

O

O
二
字
『
都
市
の
空
間
史
』
吉
川
弘
文
館
に
再
録
)

伊
藤
鄭
爾
一
九
五
八
『
中
位
住
居
史
」
東
京
大
学
出
版
会

伊
藤
裕
久
一
九
九
六
「
中
世
末
か
ら
近
世
初
の
町
と
市
」
「
年
報
都
市
史
研
究
4
」
山
川
出
版

十
L

4
4
a
 

京
都
凶
立
博
物
館
一
九
九
七
「
洛
中
洛
外
図
都
の
形
象
一
洛
中
洛
外
の
世
界
」
淡
交
社

水
藤
真
一
九
九
九
「
歴
博
甲
本
洛
中
洛
外
岡
扉
風
を
読
む
」
同
立
歴
史
民
俗
博
物
館

高
橋
康
上
人
二

O
O
ム
『
京
町
屋
千
年
の
あ
ゆ
み
』
学
芸
出
版
社

玉
井
哲
雄
.
九
八
z
一
「
近
世
都
市
と
町
家
」
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
第
七
巻
建
築
」

日
本
評
論
社

都
市
史
研
究
会
一
九
九
六
「
年
報
都
市
史
研
究
4

市
と
場
』
山
川
出
版
社

野
口
徹
一
九
八
七
「
中
世
京
都
の
町
屋
」
東
京
大
学
出
版
会

初

回

亨

二

O
O
一
「
繁
華
街
に
み
る
都
市
の
近
代
|
東
京
l
』
中
央
公
論
美
術
出
版

宮
津
智
士
一
九
八

O
「
民
家
と
町
並
み
」
「
け
本
の
美
術
』
一
六
七
号
、
至
文
堂

同
1

『
年
中
行
事
絵
巻
』
田
中
家
蔵
巻
十
六

図
2

『
長
谷
雄
草
紙
』
永
青
文
庫
蔵
五
紙

図
3

「
直
幹
申
文
絵
詞
』
出
光
美
術
館
蔵
六
紙

図
4

『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
石
山
寺
蔵
巻
二
十
一
紙

同
5

鎌
倉
『
二
遍
上
人
絵
伝
」
清
浄
光
寺
・
歓
喜
光
寺
蔵

-

三

島

大

社

前

同

清

浄

光

寺

・

歓

喜

光

寺

蔵

|

大

津

阿

東

京

国

立

博

物

館

蔵

ー

京

都

同

東

京

国

立

博

物

館

蔵

図
版
出
典
等

十
四
紙
1
.
二
十
六
紙
の
部
分

巻
五

巻
六

巻
七

巻
七

ミ十

紙紙

164 



[中世の都市における底舗の建築l・h ・-後麓治

図図図
876  

「
福
富
草
紙
」
春
浦
院
蔵
下
巻
八
紙

「
洛
中
洛
外
図
扉
風
(
歴
博
甲
本
)
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
右
隻
4
扇

バ
ッ
タ
リ
床
机
安
藤
邦
康
他
『
住
ま
い
の
伝
統
技
術
』
(
建
築
資
料
研
究
社
、
附

年
)
所
収
、
お
頁

『
洛
中
洛
外
図
扉
風
(
上
杉
本
)
」
米
沢
市
蔵
左
隻
4
扇

『
洛
中
洛
外
図
扉
風
』
勝
興
寺
蔵
右
隻
3
・
4
扇

『
洛
中
洛
外
図
扉
風
(
舟
木
本
)
』
東
京
国
立
博
物
館
蔵
左
隻
1
・
2
一扇

『
洛
中
洛
外
図
扉
風
(
歴
博
D
本
)
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
左
隻

1
・
2
一扇

16う

図図図図
12 11 10 9 

(
工
学
院
大
学
工
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
)

(二

O
O
三
年
四
月
四
日
受
理
、
二

O
O
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
)



Bulletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
Vol. 113 March 2004 

Shop Architecture in the Medieval Japanese City 

GOTO Osamu 

Initially， shops facing the street emerged as a result of converting existing townhouses known “Ma-

chiya". The merchandise in these early shops consisted of everyday items such as food and 

shoes， and specialised products were not in evidence. 

In the medieval period， the shop became a specialised type， with a built-in counter. In the early 

14th century， shops are depicted in cities all over the country， but no shopping districts， with shops 

lined up in rows are shown anywhere. 

The first shopping district appeared in Kyoto in the 16th century. The earliest example we can 

identiかisshown in the Rekihaku-kohon， a screen painting in the genre known as“Rakuchu-

Rakugaizu Byobu"， owned by the National Museum of ]apanese History. Almost all the shops in the 

Rekihaku-Kohon sold specialised merchandise and had large counters for displaying goods， which 

appear to have been removable. 

In the medieval period ，markets came to be held in the street. We can see仕leinfluence of the 

medieval markets in the shops and display counters of the Rekihaku-kohon. But the shop buildings in 

Rekihaku-kohon were not market stalls made permanent. Most of the display counters shown in 

the buildings in Rekihaku-kohon were in effect advertisements set up in the street by the merchants 

to a仕ractcustomers. 

In 17th century， the place for displaying goods moved from a counter projecting into the street 

to the front room of the “Machiya". In this way， the room known as“Miseぺor“Misenoma"，

characteristic of early modern townhouses (“Machiya") made its appearance. At the same time the 

meaning of the words “Mise" and "Tana" changed. They ceased to refer to counters for the display of 

goods and came to refer to the shop building itself. 
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