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小
島
道
裕

は
じ
め
に

　

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
、
洛
中
洛
外
図

屏
風
な
ど
の
都
市
を
描
く
絵
画
が
発
達
し
、
都
市
の
風
俗
と
そ
の
変
遷
を
知
る
上
で

の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
近
年
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
た
事
物

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
（
（
（

、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も

の
に
「
う
ど
ん
屋
」
が
あ
り
、
時
代
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
と
思
わ

れ
た
。
文
献
史
料
の
み
で
は
覗
い
が
た
い
都
市
民
の
生
業
と
そ
の
表
象
、
そ
し
て
時

代
に
よ
る
変
遷
を
、
絵
画
資
料
を
通
じ
て
解
明
す
る
試
み
と
し
て
、
多
少
の
ま
と
め

を
行
な
っ
て
み
た
い
。

一
「
う
ど
ん
屋
」の
表
現

　
1
「
洛
中
洛
外
図
屏
風 

歴
博
D
本
」（
図
1
）

　

筆
者
が
最
初
に
描
か
れ
た
「
う
ど
ん
屋
」
に
気
づ
い
た
の
は
、「
洛
中
洛
外
図
屏
風 

歴
博
D
本
」
で
、展
示
図
録
『
都
市
を
描
く
│
京
都
と
江
戸
│
（
（
（

』（
二
〇
一
二
）
に
図

（
を
掲
げ
た
。「
歴
博
D
本
」
は
、
景
観
年
代
と
し
て
は
、
遊
郭
が
六
条
三
筋
町
に

描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
島
原
に
移
転
す
る
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
よ
り

以
前
と
な
る
が
、
制
作
年
代
は
や
や
下
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
う
ど
ん
屋
が
描
か
れ

て
い
る
場
所
は
、
左
隻
第
一
扇
の
下
部
、
相
国
寺
か
と
思
わ
れ
る
大
き
な
寺
院
の
楼

門
の
前
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
街
路
の
描
き
方
は
か
な
り
抽
象
化
さ
れ
て
お
り
、
店

の
名
前
も
「
摂
津
屋
」「
ち
く
ぜ
ん
屋
」
と
い
っ
た
、
パ
タ
ー
ン
化
し
た
架
空
と
思

わ
れ
る
も
の
が
多
い
た
め
、
具
体
的
な
位
置
の
比
定
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
洛
中

洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
た
飲
食
店
と
し
て
は
、
祇
園
社
の
楼
門
の
前
に
は
現
存
最
古

の
「
歴
博
甲
本
」
以
来
、
必
ず
茶
屋
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寺
社
門
前
の
茶
屋

の
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
、
う
ど
ん
屋
を
こ
こ
に
配

置
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
う
ど
ん
屋
と
い
う
店
舗
は
、
一
六
世
紀
代
の
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
に

は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
図
（
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
う
ど
ん
屋
の
看
板
は
個

性
的
な
も
の
で
、
軒
に
突
き
だ
し
た
棒
の
先
に
、
右
か
ら
「
う
と
む
」
と
書
か
れ
（
（
（

、

下
に
何
本
も
の
細
長
い
物
が
垂
れ
下
が
っ
た
形
状
を
し
て
い
る
。
こ
の
う
ど
ん
屋
で
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は
、
店
の
中
で
半
裸
の
男
が
杓
子
を
振
り
上
げ
て
い
き
り
立
ち
、
外
で
は
険
し
い
顔

の
女
が
男
を
指
さ
す
。
そ
し
て
数
名
の
男
女
が
双
方
を
な
だ
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く

夫
婦
喧
嘩
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
（
（

。

　

以
下
、
う
ど
ん
屋
と
、
こ
の
よ
う
な
図
像
に
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
を

考
え
て
み
た
い
。

　
2
「
洛
中
洛
外
図
屏
風 

福
岡
市
博
本
」（
図
2
）

　

ま
ず
、
他
の
絵
画
に
描
か
れ
た
う
ど
ん
屋
の
図
像
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
特
徴
的

な「
う
ど
ん
屋
」の
看
板
は
、都
市
風
俗
を
描
い
た
絵
画
の
中
に
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。

　

最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
は
、
図
（
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
「
福
岡
市

博
本
（
（
（

」
で
、
狩
野
永
徳
の
後
を
継
い
だ
狩
野
孝
信
（
一
五
七
一〈
元
亀
二
〉頃
～

一
六
一
八〈
元
和
四
〉）
の
作
と
考
え
ら
れ
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）

半
ば
こ
ろ
の
制
作
と
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
店
の
中
で
は
女
性
が
う
ど
ん
を
伸
ば
し
、
男
性

図 1　洛中洛外図屏風「歴博D本」のうどん屋（左隻第 （ 扇下）
国立歴史民俗博物館蔵

図 2　洛中洛外図屏風「福岡市博本」のうどん屋（左隻第 （ 扇）
福岡市博物館蔵
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の
客
が
腰
掛
け
て
食
し
て
い
る
。
そ
の
左
上
、
店
の
軒
先
に
は
看
板
が
下
が
っ
て
い

る
が
、
横
長
の
板
の
下
に
多
数
の
糸
状
の
物
を
下
げ
た
形
状
は
「
歴
博
D
本
」
と
基

本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
う
ど
ん
屋
」
を
示
す
サ
イ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
店
の
外
の
路
上
で
は
、
半
裸
の
男
が
棒
を
振
り
上
げ
て
、
道
に
尻
餅

を
つ
い
た
子
供
を
打
ち
据
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
女
性
が
そ
れ
を
止
め
に
入
っ
て
い

る
。
男
が
持
っ
て
い
る
棒
は
う
ど
ん
の
生
地
を
伸
ば
す
「
の
し
棒
（
麺
棒
）」
と
思

わ
れ
、
こ
の
男
が
う
ど
ん
屋
の
主
人
で
あ
ろ
う
。
う
ど
ん
屋
の
主
人
は
、
こ
こ
で
も

粗
暴
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
3
「
築
城
図
屏
風
」（
図
3
）

  

「
洛
中
洛
外
図
屏
風 

福
岡
市
博
本
」
と
並
ん
で
最
も
古
い
う
ど
ん
屋
の
図
と
思
わ

れ
る
も
の
に
、
近
世
城
郭
の
築
城
風
景
が
描
か
れ
た
絵
画
と
し
て
名
高
い
「
築
城

図
屏
風
」（
六
曲
一
隻
、
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
）
が
あ
る
。
制
作
時
期
は
、
慶
長
年

間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
の
中
頃
な
い
し
末
期
こ
ろ
と
さ
れ
、
慶
長
一
二
年

（
一
六
〇
七
）
築
城
の
駿
府
城
を
描
く
と
す
る
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、江
戸

時
代
の
初
頭
、
盛
ん
に
城
下
町
建
設
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
の
風
俗
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
第
三
扇
中
程
、
築
城
工
事
の
場
面
に
面
し
て
三
軒
の
店
屋
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
飲
食
店
で
、
う
ど
ん
屋
、
餅
屋
、
飯
屋
と
み
ら
れ
る
（
（
（

。
う
ど
ん
屋
に

は
、
軒
先
に
「
福
岡
市
博
本
」
と
似
た
看
板
が
か
か
り
、
板
の
部
分
は
幅
が
よ
り
細

く
、
糸
状
の
部
分
が
大
き
い
。
店
内
で
は
、
半
裸
の
男
が
の
し
棒
で
生
地
を
伸
ば
し
、

そ
の
右
で
は
朱
色
の
椀
を
手
に
し
た
男
が
う
ど
ん
を
を
す
す
っ
て
い
る
。

　

見
世
棚
に
は
、
外
が
黒
で
内
側
が
朱
の
椀
や
、
全
体
が
朱
の
椀
、
盆
が
重
ね
て
置

か
れ
、
栓
の
あ
る
樽
も
あ
る
の
で
、
酒
も
売
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
。
な

お
、
店
の
前
で
は
喧
嘩
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
う
ど
ん
屋
の
主
人
自
体
は
暴

力
的
で
は
な
い
が
、
暴
力
を
描
く
絵
の
、
そ
の
場
面
と
近
い
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
。

図 3　「築城図屏風」のうどん屋（第 （ 扇中） 
名古屋市博物館蔵
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4
「
池
田
本
」
系
洛
中
洛
外
図
屏
風

  「
池
田
本
」
と
し
て
知
ら
れ
る
林
原
美
術
館
所
蔵
の
江
戸
時
代
初
期
の
洛
中
洛
外
図

屏
風
、
お
よ
び
そ
れ
と
同
じ
工
房
が
制
作
し
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
は
、
看
板
類
に
比

較
的
関
心
が
高
く
（
（
（

、
う
ど
ん
屋
の
看
板
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
例
を
検
出
で
き
た
。

①
「
島
根
県
立
美
術
館
本（
誓
願
寺
本
）」（
図
4
）

　

元
和
年
間（
一
六
一
五
～
二
四
）中
頃
の
景
観
と
さ
れ
る
「
島
根
県
美
本
」
に
は
、

右
隻
第
二
扇
、
五
条
橋
東
詰
に
う
ど
ん
屋
が
あ
る
。
橋
に
一
番
近
い
店
に
、
多
数
の

紐
状
の
も
の
を
下
げ
た
う
ど
ん
の
看
板
が
掛
か
り
、
そ
の
左
の
店
に
は
、
や
や
見
え

に
く
い
が
、
後
述
す
る
酒
林
と
狭せ
つ
か
い匙

型
の
味
噌
の
看
板
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
そ

の
よ
う
な
酒
食
を
提
供
す
る
店
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
新
出
個
人
蔵
本
（
狩
野
二
〇
〇
七
が
紹
介
）

  

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
六
月
の
徳
川
和
子
入
内
の
様
子
を
描
き
、
そ
れ
よ
り
大

き
く
は
遅
れ
な
い
時
期
の
作
品
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
屏
風
に
も
、
①
と
同
じ
右
隻
第
二
扇
の
大
仏
の
手
前
、
五
条
橋
の
東
詰
あ
た

り
に
同
様
の
看
板
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
階
の
軒
下
に
こ
の
看
板
が
見
ら
れ
る
他
、

そ
の
上
に
は
棒
に
付
け
ら
れ
た
酒
林
も
あ
り
、
見
世
棚
に
は
植
物
が
飾
ら
れ
、
店
内

に
は
重
ね
ら
れ
た
盆
の
上
に
椀
が
並
ん
で
い
る
。
右
隣
の
店
も
飲
食
を
提
供
す
る
同

様
の
店
舗
と
見
ら
れ
、
中
で
は
四
人
の
女
性
が
客
引
き
を
行
っ
て
お
り
、
遊
女
を
兼

ね
て
い
る
と
見
ら
れ
る
〔
狩
野
二
〇
〇
七
〕。

③
「
池
田
本
」（
東
博
二
〇
一
四
な
ど
）

　

景
観
年
代
は
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
三
）
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
右
隻
第
一
扇
の

中
ほ
ど
、
竹
田
か
ら
川
を
渡
っ
た
所
に
あ
る
店
の
軒
先
に
、
①
・
②
と
同
様
に
白
色

で
形
が
描
か
れ
た
、
う
ど
ん
屋
と
見
ら
れ
る
形
状
の
看
板
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
5
「
遊
楽
図
屏
風
（
相
応
寺
屏
風
）」（
図
5
）

　

う
ど
ん
屋
の
光
景
を
最
も
詳
細
に
描
く
も
の
は
、「
相
応
寺
屏
風
」
と
し
て
知
ら
れ

る
、
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
遊
楽
図
屏
風
で
あ
る
。
妓
楼
遊
楽
図
の
初
発
的
な
作
品
と

図 ４　洛中洛外図屏風「島根県美本」のうどん屋（右隻第 （ 扇中上）
島根県企業局蔵，島根県立美術館寄託



[近世初期の風俗画に見える「うどん屋」について]……小島道裕

131

図 5　「遊楽図屏風（相応寺屏風）」のうどん屋（右隻第 （ 扇）徳川美術館蔵

し
て
名
高
い
こ
の
屏
風
に
は
、
遊
里
と
思
わ
れ
る
町
並
み
の
一
画
に
う
ど
ん
屋
が
描

か
れ
て
い
る
。
絵
の
制
作
時
期
は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
四
）
頃
と
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
ろ
の
風
俗
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

店
の
中
で
は
、
主
人
が
上
半
身
裸
で
う
ど
ん
の
生
地
を
伸
ば
し
て
お
り
、
そ
の
傍

ら
で
は
四
人
の
客
が
漆
塗
り
の
椀
に
入
っ
た
う
ど
ん
を
食
し
、
め
い
め
い
の
盆
の
上

に
も
う
ど
ん
が
入
っ
た
椀
が
も
う
一
つ
置
か
れ
て
い
る
。
客
の
上
に
描
か
れ
た
軒
先

の
部
分
に
は
、
鶴
丸
の
模
様
を
染
め
抜
い
た
暖
簾
に
囲
ま
れ
て
や
や
分
か
り
に
く
い

が
、「
福
岡
市
博
本
」「
築
城
図
屏
風
」
と
同
様
の
、
板
に
多
数
の
糸
状
の
物
を
垂
ら

し
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
9 

︱
③
に
ト
レ
ー
ス
）。
板
の
部
分
に
は
紅
白

の
四
角
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の
模
様
が
店
の
固
有
の
印
な
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
う
ど
ん
屋
の
看
板
の
上
に
さ
ら
に
サ
イ
ン
が
あ

る
こ
と
で
、
木
の
枝
を
組
ん
だ
先
に
は
、
中
央
部
分
を
括
っ
た
形
の
酒
林
が
あ
り
、

そ
の
下
に
は
、
ヘ
ラ
状
の
も
の
が
下
げ
ら
れ
「
み
そ
有
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
擂
り
鉢
か
ら
中
の
物
を
掻
き
出
す
の
に
用
い
ら
れ
る
「
せ
っ
か
い
（
狭
匙
、切
匙
）」

の
形
で
あ
り
、
味
噌
を
連
想
さ
せ
る
物
と
し
て
味
噌
屋
の
看
板
に
使
用
さ
れ
た
も
の

で
、
絵
画
資
料
の
例
は
他
に
も
多
い
（
9
（

。
酒
と
味
噌
は
、
共
に
醸
造
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
店
で
扱
う
必
然
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
で
う
ど
ん

も
提
供
す
る
、
と
い
う
業
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
の
う
ど
ん
の
汁
は
、

醤
油
が
ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
基
本
的
に
味
噌
味
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
（1
（

。

　

ま
た
、
狭
匙
の
柄
の
部
分
の
ま
わ
り
に
は
円
形
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
酢
の
看
板
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。
酒
か
ら
酢
が
作
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
も
販
売
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
（1
（

。

　

6
「
江
戸
図
屏
風
」（
図
6
）

　
「
う
ど
ん
屋
」
の
看
板
は
、将
軍
徳
川
家
光
（
在
位
一
六
二
三
～
五
一
）
の
事
績
を

描
き
、
明
暦
の
大
火
（
一
六
五
七
）
以
前
の
江
戸
を
描
く
数
少
な
い
絵
画
と
し
て
知
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ら
れ
る
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
「
江
戸
図
屏
風
」
に
も
頻
出
し
て
お
り
、

七
軒
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

①
不
忍
池
（
図
6
︱
1
～
4
）

　

右
隻
第
五
扇
の
下
方
、
不
忍
池
の
南
に
は
、
道
の
両
側
に
計
七
軒
の
店
舗
が
描
か

れ
て
お
り
（
図
（
︱
（
）、
図
の
右
方
に
あ
る
寛
永
寺
の
参
詣
客
や
遊
覧
客
に
飲
食

を
提
供
す
る
茶
店
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
七
軒
の
内
、
三
軒
に
う
ど
ん
屋

の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
向
こ
う
側
の
五
軒
の
両
端
と
、
店
内
は
見
え
な
い
手

前
側
の
一
軒
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
も
竹
竿
で
掲
げ
ら
れ
た
う
ど
ん
屋
の
看
板
が
認
め

ら
れ
る
。

　

店
内
も
描
か
れ
た
向
こ
う
側
の
店
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
右
端
の
店

（
図
（
︱
（
）
の
内
部
に
は
、
う
ど
ん
の
生
地
と
「
の
し
棒
」
が
描
か
れ
、
う
ど
ん

屋
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
見
世
棚
に
は
生
け
花
と
徳
利
か
椀
に
似
た
黒

い
物
、
お
よ
び
角
樽
が
描
か
れ
て
お
り
、
酒
も
出
す
店
で
あ
る
。

　

向
こ
う
側
左
端
の
う
ど
ん
屋
（
図
（
︱
（
左
）
に
は
、
店
内
に
黒
い
角
盆
に
乗
せ

た
赤
い
椀
状
の
食
器
二
つ
と
小
皿
が
あ
り
、
見
世
棚
に
は
同
様
の
セ
ッ
ト
と
花
器
が

描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
右
隣
の
店
（
図
（
︱
（
右
）
は
酒
林
を
掲
げ
て
お
り
、
店
内
に
は
徳
利
と
角

樽
、見
世
棚
に
は
、赤
い
盃
と
、中
が
赤
で
外
が
黒
の
塗
椀
も
描
か
れ
て
い
る
。
酒
と
、

お
そ
ら
く
う
ど
ん
な
ど
の
食
事
も
提
供
す
る
、
同
種
の
店
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
右
、
向
こ
う
側
五
軒
の
う
ち
中
央
の
店
（
図
（
︱
（
左
）
は
、
看
板
は
な
い

が
、
内
部
と
見
世
棚
に
は
盆
に
載
っ
た
赤
い
塗
椀
状
の
食
器
二
つ
と
小
皿
が
あ
る
の

で
、
や
は
り
飲
食
を
提
供
す
る
店
で
あ
る
（
（1
（

。
見
世
棚
と
入
口
の
柱
に
は
、
花
が
飾
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
の
右
、
す
な
わ
ち
右
端
の
う
ど
ん
屋
の
左
隣
（
図
（
︱
（
右
）
は
、
黒
と
緑
で

描
か
れ
た
箒
状
の
看
板
が
出
て
い
る
が
、
見
世
棚
と
店
内
に
は
、
盆
に
塗
椀
状
の
食

器
二
つ
と
小
皿
が
載
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
同
様
の
茶
店
で
あ
ろ
う
。
箒

状
の
看
板
は
、
酒
林
は
「
酒
箒
」
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
、
そ
の
一
種
と
見
て
よ
い
だ

図 6―1　不忍池畔の茶店群　◯印がうどん屋の看板（右隻第 （ 扇下）
「江戸図屏風」国立歴史民俗博物館蔵（図 （ は以下同）
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図 6―2　不忍池畔の茶店①（向こう側右端のうどん店）

図 6―４　不忍池畔の茶店③（向こう側右から二・三軒目）

図 6―3　不忍池畔の茶店②（向こう側左端のうどん店（左）と酒店（右））
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ろ
う
。

②
神
田
付
近
（
図
6
︱
5
～
6
）

　

う
ど
ん
屋
の
看
板
は
、
普
通
の
町
人
地
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
左
隻
第
一
扇
の
下

部
、
日
本
橋
か
ら
右
す
な
わ
ち
北
に
進
ん
だ
神
田
付
近
に
当
た
る
が
、
日
本
橋
通
の

上
（
西
）
と
下
（
東
）
に
一
つ
ず
つ
、
う
ど
ん
屋
の
看
板
が
認
め
ら
れ
る
（
図
（
︱

（
・
（
）。
上
の
方
は
、
通
り
の
向
こ
う
側
の
角
に
酒
林
と
「
み
そ
有
」
の
狭
匙
型
の

看
板
を
掲
げ
た
店
が
あ
り
、
そ
の
下
方
、
斜
め
向
か
い
に
相
当
す
る
家
か
ら
、
う
ど

ん
屋
の
看
板
が
竹
竿
に
付
け
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る（
図
（
︱
（
）。
別
の
店
で
は
あ
る

が
、
う
ど
ん
屋
が
酒
・
味
噌
の
店
の
近
く
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見

た
よ
う
な
関
連
性
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。

　

神
田
付
近
の
も
う
一
つ
の
店
は
、
そ
の
下
方
、
日
本
橋
通
り
か
ら
金
雲
を
は
さ
ん

で
一
つ
下
に
描
か
れ
た
通
り
に
描
か
れ
て
お
り
、「
鹿
島
の
事
触
れ
」
が
門
付
け
を
し

て
い
る
店
に
、竹
竿
に
付
け
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
（
︱
（
）。
店
に
は
簾

が
か
か
っ
て
い
て
中
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
近
く
に
描
か
れ
て
い
る
他
の
店

は
、
紙
屋
や
両
替
屋
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
飲
食
店
街
的
な
所
で
は
な
い
（
（1
（

。

③
運
河
の
河
岸
（
図
6
︱
7
）

　

左
隻
第
二
扇
の
最
下
部
右
側
、
日
本
橋
の
右
下
の
方
、
運
河
に
面
し
た
河
岸
に
、

竹
竿
の
先
に
二
つ
並
ん
で
高
々
と
掲
げ
ら
れ
た
看
板
が
認
め
ら
れ
る
。
店
舗
の
内
部

は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
付
近
に
う
ど
ん
屋
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も

の
だ
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
左
に
は
、
酒
林
を
掲
げ
た
店
が
二
軒
描
か
れ
て
い
る
。

図 6―5　神田のうどん屋① 　看板と酒・味噌店（左隻第 （ 扇中下）

図 6―6　神田のうどん屋②（左隻第 （ 扇下）
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図 6―7　河岸のうどん屋看板（左隻第 （ 扇下）

小
括

　

近
世
初
期
の
風
俗
画
に
描
か
れ
た
う
ど
ん
屋
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

　

時
期
と
し
て
は
、慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
の
中
期
こ
ろ
、す
な
わ
ち

一
七
世
紀
ご
く
初
期
か
ら
現
れ
、元
和
（
一
六
一
五
～
二
四
）
か
ら
寛
永
（
一
六
二
四

～
一
六
四
四
）
こ
ろ
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
（
（1
（

。

　

店
の
立
地
と
し
て
は
、
寺
社
門
前
、
遊
興
地
、
街
道
沿
い
、
普
請
現
場
、
河
岸
と

い
っ
た
不
特
定
多
数
の
人
間
が
通
る
場
所
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
特
性
の
な
い
町

に
、
他
の
商
職
人
の
店
と
並
ん
で
描
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
業
態
と
し
て
は
、
酒
屋

お
よ
び
味
噌
・
酢
販
売
の
店
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
そ
れ
ら
が
複
数
集

ま
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
う
ど
ん
屋
は
、特
定
の
料
理
を
扱
っ
た
「
外
食
産
業
」
の
早
い
事
例
と

言
え
る
だ
ろ
う
。食
事
を
提
供
す
る
店
舗
と
し
て
は
、明
暦
の
江
戸
大
火（
一
六
五
七
）

か
ら
の
復
興
に
伴
っ
て
現
れ
た
「
煮
売
り
茶
屋
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
〔
飯
野

二
〇
一
四
〕、
う
ど
ん
屋
の
出
現
と
流
行
は
、
そ
れ
よ
り
も
半
世
紀
ほ
ど
早
い
。
大
火

後
の
復
興
で
外
食
産
業
が
発
達
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
近
世
都
市
の
建
設
に
伴

う
外
来
人
口
の
急
激
な
増
加
自
体
が
そ
れ
を
促
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
築
城
図
屏
風
」の
普
請
場
の
場
面
に
う
ど
ん
屋
な
ど
の
飲
食
業
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

京
都
、
江
戸
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
城
下
町
に
し
て
も
、
近
世
初
期
の
都
市
の
拡

充
と
人
口
の
流
入
・
増
大
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
固
定
的
な
顧

客
を
中
心
に
し
た
店
舗
の
あ
り
方
と
は
、
職
種
も
営
業
形
態
も
異
な
っ
た
も
の
が
多

く
現
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
酒
と
共
に
簡
易
な
食
事
を
提
供
す

る
こ
と
や
、
ま
た
味
噌
を
販
売
す
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
需
要
を
背
景
に
発
生
し

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
（1
（

。

　

後
述
の
よ
う
に
、
京
都
で
も
江
戸
で
も
、
う
ど
ん
屋
の
個
性
的
な
看
板
は
や
が
て

市
中
か
ら
消
え
、
街
道
の
宿
場
に
つ
き
も
の
の
物
と
な
っ
て
い
く
が
、
逆
に
言
え
ば
、
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建
設
と
拡
充
が
落
ち
着
く
ま
で
の
近
世
初
期
の
都
市
は
、
都
市
自
体
が
新
た
な
人
の

集
ま
る
宿
場
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

二　

う
ど
ん
屋
看
板
の
変
遷

　

前
章
で
は
、
近
世
初
期
風
俗
画
に
見
え
る
う
ど
ん
屋
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
う

ど
ん
屋
の
看
板
に
つ
い
て
は
、
看
板
研
究
の
中
で
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
詳
し
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
看
板
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

　
1
　
坪
井
正
五
郎
『
工
商
技
芸 

看
板
考
』

　

看
板
の
古
典
的
な
研
究
と
し
て
知
ら
れ
る
坪
井
正
五
郎『
工
商
技
芸 

看
板
考
（
（1
（

』は
、

う
ど
ん
屋
の
看
板
に
つ
い
て
も
詳
述
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
う
ど
ん
屋
の
独

図 7　宿場のうどん屋看板　坪井正五郎『工商技芸 看板考』11 頁  
国立国会図書館蔵

種
彦
『
用
捨
箱
（
（1
（

』
は
、
う
ど
ん
の
看
板
に
つ
い
て
項
を
設
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
〔
十
五
〕
温
飩
の
看
版　
芋
川

昔
ハ
温う
ん
ど
ん飩

お
こ
な
は
れ
て
。
温う
ん
ど
ん飩

の
か
た
は
ら
に
蕎そ

ば麦
き
り
を
売う
り

。
今
ハ
蕎そ

ば麦

き
り
盛さ
か
んに

な
り
て
其そ
の

傍か
た
は
らに

温う
ど
ん飩

を
売う
る

。
け
ん
ど
ん
屋
と
い
ふ
ハ
、寛
文
中
よ
り

あ
れ
ど
も
蕎
麦
屋
と
い
ふ
ハ
近
く
享
保
の
頃
ま
で
も
無な
し

。
悉み
な

温う
ん

飩ど
ん

屋や

に
て
看か
ん

板ば
ん

に
額が
く

あ
る
い
ひ
ハ
櫛く
し

形が
た

し
た
る
板い
た

へ
細ほ
そ

く
き
り
た
る
紙
を
つ
け
た
る
を
出い
だ

し
ゝ

が
今
江
戸
に
は
絶た
え

た
り
。（
中
略
）
今
も
諸し
よ

国こ
く

の
海
道
に
ハ
彼か
の

幣し
で

め
き
た
る（

11
（

看か
ん

板ば
ん

あ
り
と
ぞ
。（
後
略
）

　

江
戸
で
も
、
古
く
は
す
べ
て
う
ど
ん
屋
で
、
蕎
麦
屋
は
享
保
（
一
七
一
六
～

特
な
形
状
の
看
板
は
、
当
時
（
明
治
二
〇
年

頃
）
す
で
に
東
京
に
は
な
く
、
東
海
道
や
中

山
道
の
宿
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
と
い
う
（
図
（
）。
そ
し
て
、同
書
は

さ
ら
に
遡
っ
て
、『
江
戸
名
所
図
会
（
（1
（

』
に
板
橋

あ
た
り
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た

後
、
柳
亭
種
彦
の
考
証
随
筆
『
用
捨
箱
』
に

紹
介
さ
れ
た
事
例
を
引
い
て
、「
此
看
板
は
元

と
市
中
で
も
用
ゐ
た
も
の
で
有
る
が
追
々
に

失
せ
て
場
末
の
地
に
の
み
存
し
今
日
で
は
夫

も
跡
を
絶
て
宿
駅
を
通
行
し
な
け
れ
ば
見
る

事
が
出
来
な
ひ
様
に
な
つ
た
の
で
ご
ざ
り
ま

す
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

2
　
柳
亭
種
彦
『
用
捨
箱
』

　

天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
成
立
の
柳
亭
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三
六
）
の
頃
ま
で
も
な
か
っ
た
、
看
板

と
し
て
「
額
」
や
「
櫛
」
の
形
を
し
た

板
に
細
く
切
っ
た
紙
を
付
け
た
も
の
を

使
う
が
、
こ
れ
は
既
に
江
戸
で
は
絶
え

て
お
り
、
諸
国
の
海
道
で
見
ら
れ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。「
額
」
は
、
上
部

が
尖
り
、
屋
根
を
付
け
た
絵
馬
的
な
形

状
、
な
い
し
は
長
方
形
の
形
状
で
「
う

ど
ん
」
な
ど
の
文
字
が
書
い
て
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
、「
櫛
形
」
は
、
こ
れ
ま

で
も
福
岡
市
博
本
や
江
戸
図
屏
風
で
見

た
よ
う
な
、
上
部
が
や
や
丸
く
な
っ
た

比
較
的
幅
が
狭
い
も
の
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。

　

同
書
は
挿
絵
と
し
て
四
つ
の
例
を
挙

げ
て
お
り
（
図
（
）、
年
代
順
に
見
て

み
た
い
。

①
井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二

図 8　柳亭種彦『用捨箱』　「十五 溫飩の看版 芋川」より 
国立国会図書館蔵本による

年
〈
一
六
八
二
﹀
刊
）
の
「
い
も
川
／
う
む
ど
ん
」
の
看
板
（
図
8
の
右
上
）

　

東
海
道
の
二
川
付
近
に
あ
っ
た
宿
場
「
芋
川
」
の
名
物
と
さ
れ
る
う
ど
ん
の
看

板
。
尖
頭
形
で
、
板
の
部
分
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

②
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』（
元
禄
三
年
〈
一
六
九
〇
﹀
刊
）「
旅
籠
屋
」（
図
8
の
右
中
）

　
「
旅
籠
屋
」の
挿
絵
の
中
に「
う
と
ん
／
そ
は
き
り
」の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

板
部
分
は
長
方
形
。
①
同
様
に
宿
場
の
例
で
あ
る
。

③
『
道
戯
興
』（
元
禄
一
一
年
〈
一
六
九
八
﹀
刊
）
の
う
ど
ん
屋
の
図
（
図
8
の
左
上
）

　
「
う
と
ん
／
そ
ば
切
／
切
む
ぎ
」と
読
め
る
看
板
が
軒
下
に
掲
げ
ら
れ
、店
内
で
は
、

伸
し
棒
で
生
地
を
伸
ば
す
人
物
と
、
徳
利
、
盃
な
ど
と
土
間
に
竈
が
あ
り
、
見
世
棚

に
は
、
角
樽
と
徳
利
な
ど
が
置
か
れ
て
い
て
、
う
ど
ん
・
蕎
麦
と
酒
を
提
供
す
る
店

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
道ど
う
戯げ

興き
よ
う』
は
、寺
子
屋
の
代
表
的
な
教
科
書
で
あ
る
『
実
語
教
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

版
で
（
1（
（

、
当
時
の
う
ど
ん
／
そ
ば
屋
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

④
享
保
年
間（
一
七
一
六
～
三
六
）彫
折
本 

「
江
戸
八
景
の
内 

品
川
の
帰
帆
」（
図
8
の
下
）

　

引
用
元
の
絵
を
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
品
川
の
宿
場
に
あ
る
茶
屋
な
い
し
旅
籠

と
思
わ
れ
る
建
物
の
柱
か
ら
、
棒
に
付
け
ら
れ
た
看
板
が
出
さ
れ
て
い
る
。
長
方
形

の
板
に
書
か
れ
た
文
字
は
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
見
て
、「
う
ど

ん
／
そ
ば
切
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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①福岡市博本 ②築城図屏風

⑦好色一代男 ⑧人倫訓蒙図彙 ⑨明星茶屋之図 ⑩金比羅図屏風

③相応寺屏風 ④江戸図屏風
（不忍池畔）

⑤四条河原図巻
（製麺店）

⑥四条河原図巻
（茶屋）

図 ９　17 世紀～18 世紀頃の絵画に描かれたうどん屋の看板（左上から，およその編年順）

　

以
上
、
多
く
は
江
戸
時
代
中
期
、
元
禄
年
間
前
後
の
例
だ
が
、
す
で
に
宿
場
の
事

例
が
多
く
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
こ
の
看
板
は
宿
場
で
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
、
と
い

う
認
識
が
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
洛
中
洛
外
図
屏
風
で
も
、
江
戸
中
期
以
降
の

作
品
に
は
、
こ
の
看
板
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

林
美
一
『
江
戸
看
板
図
譜
』
は
、
板
に
糸
状
の
物
を
垂
ら
し
た
形
態
の
う
ど
ん
屋

看
板
に
つ
い
て
、
寛
延
・
宝
暦
頃
（
一
七
四
八
～
六
三
）
ま
で
上
方
で
は
用
い
ら
れ

て
い
た
が
、
間
も
な
く
市
中
か
ら
消
え
て
行
灯
型
の
看
板
に
移
行
す
る
、
と
し
て
い

る
（
11
（

。　

　
小
括
ー
う
ど
ん
屋
看
板
の
変
遷

　

こ
こ
で
、
う
ど
ん
屋
看
板
の
形
態
に
つ
い
て
編
年
的
に
考
え
て
み
た
い
。
図
9
に

一
七
～
一
八
世
紀
頃
の
絵
画
に
見
ら
れ
る
う
ど
ん
屋
看
板
の
い
く
つ
か
を
、
お
よ
そ

時
代
順
に
並
べ
た
が
、
上
辺
な
い
し
上
側
の
両
端
が
丸
み
を
帯
び
た
「
櫛
形
」
の
方

が
古
く
、
尖
頭
形
な
い
し
長
方
形
で
文
字
を
入
れ
た
「
額
形
」
が
後
か
ら
で
き
た
と

考
え
ら
れ
、
江
戸
中
期
に
な
る
と
、
後
者
が
主
流
に
な
る
。
ま
た
、
糸
状
の
部
分
は

簡
略
化
し
、
糸
と
い
う
よ
り
短
冊
的
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

「
四
条
河
原
図
巻
（
11
（

」
に
は
、
製
麺
を
行
う
う
ど
ん
屋
と
、
祇
園
社
門
前
の
茶
屋
が
う

ど
ん
の
看
板
を
出
し
て
い
る
例
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
板
部
分
が
細
く
、
後

者
は
尖
頭
形
で
板
の
幅
が
広
い
「
額
型
」
で
あ
り
、
新
旧
二
つ
の
タ
イ
プ
が
店
に
応

じ
て
描
き
分
け
ら
れ
た
と
見
な
せ
る
。
そ
れ
も
や
が
て
市
中
で
は
行
灯
型
の
文
字
看

板
（
図
（
下
段
参
照
）
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
、
糸
状
の
物
を
下
げ
た
旧
来
の
看
板
は

宿
場
に
残
る
、
と
い
う
変
遷
を
経
た
と
整
理
で
き
よ
う
（
11
（

。

　

で
は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
頃
に
現
れ
、
一
気
に
全
国
的
に
広
ま
っ
た
ら
し
い
独
特

な
形
の
う
ど
ん
屋
看
板
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
林
一
九
七
七
は
、
堀
越
喜
博
『
満
州
看
板
往
来
』（
一
九
四
〇
年
刊
）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
中
国
奉
天
の
う
ど
ん
屋
（「
切
面
舗
」）
の
看
板
を
紹
介
し
、
ま
た
小
さ

い
四
角
を
連
ね
た
中
国
的
な
煙
草
屋
の
看
板
の
例
も
挙
げ
て
、「
日
中
看
板
考
」
の
研
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[近世初期の風俗画に見える「うどん屋」について]……小島道裕

究
の
必
要
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
『
満
州
看
板
往
来
』
は
、
図
（0
の
よ
う
に
三
つ
の
事
例
を
掲
げ
て
お
り
、
板
状
の
部

分
が
、
一
つ
は
模
様
（
蝙
蝠
）
の
木
彫
り
、
一
つ
は
「
金
絲
切
靣
」、
一
つ
は
「
銀
絲

切
靣
」（
靣
は
面
の
異
体
字
で
麺
の
意
）
と
書
か
れ
て
い
る
。（
原
書
は
カ
ラ
ー
で
、

紐
状
の
部
分
の
色
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
赤
で
先
が
白
、
全
体
が
赤
、
白
で
先
が
赤
、
で

あ
る
。）

　

旧
満
州
地
方
以
外
で
も
こ
の
看
板
が
使
わ
れ
て
い
た
か
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
二
〇

世
紀
前
半
の
北
京
で
は
、
こ
の
種
の
看
板
が
多
数
見
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
（
11
（

。

　

無
論
こ
れ
ら
は
近
代
の
物
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
遡
る
か
は
不
明
だ
が
、
一
七
世
紀

初
頭
か
ら
現
れ
近
代
に
至
っ
た
日
本
の
う
ど
ん
屋
看
板
と
、
ど
こ
か
で
共
通
の
起
源

を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
日
本
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
尖
頭
形
の
看
板

が
一
七
世
紀
後
半
こ
ろ
か
ら
現
れ
て
、
江
戸
中
期
以
降
の
主
流
と
な
る
が
（
11
（

、
こ
れ
は

日
本
国
内
で
独
自
に
進
化
し
た
看
板
と
見
な
せ
る
。
も
っ
と
早
い
時
点
に
共
通
の
起

源
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
日
本
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
か
ら

日
本
に
移
入
さ
れ
、
そ
の
後
「
和
様
化
」
が
進
ん
だ
、
と
考
え
る
方
が
妥
当
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
で
は
十
分
な
検
討
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
中
国
な
ど
の
風
俗
画
を
精
査

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
緯
が
判
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
（
11
（

。

三　

う
ど
ん
屋
と
暴
力

  

う
ど
ん
屋
の
業
態
や
看
板
の
問
題
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
考
察
し
て
み
た
い
の
は
、

近
世
初
期
風
俗
画
に
お
い
て
、
う
ど
ん
屋
の
主
人
が
往
々
に
し
て
暴
力
的
な
人
間
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
つ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
姿
態
に
あ
り
、
半
裸
で
「
の
し
棒
」
を
使
い
、

力
を
込
め
て
麺
を
作
る
、
と
い
う
所
か
ら
、
棒
を
も
っ
て
打
擲
す
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
出
て
き
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
新
し
い

業
種
、
特
に
食
べ
物
屋
と
い
う
誰
も
が
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
店
に
は
好
奇
の
目
が

集
ま
り
、
勢
い
偏
見
も
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
卑
近
な

例
を
挙
げ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
が
日
本

で
営
業
を
始
め
た
際
、
使
用
し
て
い
る
肉
に
つ
い
て
デ
マ
が
流
れ
た
こ
と
を
筆
者
も

記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
眼
差
し
が
、
急
速
に
流
行
し
始
め
た
う
ど
ん
屋
に
向

け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
暴
力
的
場
面
を
好
む
風
潮
が
当
時
存

在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洛
中
洛
外
図
屏
風
で
は
、
暴
力
的
な
場
面
が
描
か

れ
始
め
る
の
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
作
と
考
え
ら
れ
る
「
舟
木
本
」
か
ら

で
、
そ
の
後
、
政
治
的
な
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
風
俗
に
関
心
の
あ
る
タ
イ
プ
の
屏
風

絵
で
は
、
か
な
り
の
作
品
に
刃
傷
沙
汰
な
ど
の
暴
力
的
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
（
11
（

。

　

特
に
驚
く
の
は
、
宮
廷
絵
師
と
し
て
活
動
し
た
狩
野
孝
信
の
作
と
さ
れ
る
「
福
岡

市
博
本
」
が
、
路
上
で
の
子
供
の
打
擲
と
い
う
、
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
的
場
面
を
描

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
11
（

。「
福
岡
市
博
本
」
は
、小
ぶ
り
で
上
品
な
「
店
尽
し
」
的
内

容
の
作
品
で
、
他
の
事
例
か
ら
考
え
て
、
あ
る
い
は
嫁
入
り
屏
風
と
し
て
作
ら
れ
た

か
と
思
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
て
い

図 10　旧満州地方のうどん屋看板
堀越喜博『満州看板往来』（（9（0）より
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る
の
は
、
時
代
的
に
そ
れ
を
好
む
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
う
ど
ん

屋
の
主
人
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
市
中
に
お
け
る
暴
力
的
な
人
物
像
と
し

て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

冒
頭
に
図
（
を
掲
げ
た
「
歴
博
D
本
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
企
画
展
示
「
洛
中
洛

外
図
屏
風
と
風
俗
画
」（
二
〇
一
二
年
）
で
既
に
示
し
た
が
、「
舟
木
本
」
の
影
響
が

随
所
に
う
か
が
わ
れ
、
う
ど
ん
屋
は
、
そ
の
中
の
「
後
妻
打
ち
」
の
場
面
（
図
（（
）

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
舟
木
本
」
の
左
隻
第
三
扇
～
四
扇
下
、二
条
城
の
堀
の
角
に
描
か
れ
た
こ
の
図
像

は
、
扇
の
継
ぎ
目
で
か
な
り
欠
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
写
し
た
と
思
わ
れ
る
「
旧
萬

野
美
術
館
A
本
（
11
（

」
に
よ
れ
ば
、
打
擲
す
る
人
物
像
は
図
（（
の
よ
う
で
あ
り
、
後
妻
を

打
ち
据
え
て
い
る
二
人
の
内
、
右
側
の
方
の
女
性
は
、
杓
子
を
手
に
し
て
い
る
。「
歴

博
D
本
」
の
う
ど
ん
屋
の
主
人
が
手
に
し
て
い
る
も
の
が
杓
子
な
の
は
、
こ
の
図
像

の
影
響
か
も
し
れ
な
い
（
1（
（

。

お
わ
り
に

　

一
七
世
紀
の
初
頭
、
近
世
都
市
の
建
設
が
一
気
に
進
み
、
そ
の
中
で
突
如
出
現
し

て
東
西
の
別
な
く
流
行
し
た
と
思
わ
れ
る
う
ど
ん
屋
、
そ
し
て
ま
も
な
く
市
中
を
離

れ
て
宿
場
の
風
物
と
な
っ
た
う
ど
ん
屋
の
看
板
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
背
景
を
負

い
な
が
ら
、
風
俗
画
の
ひ
と
つ
の
素
材
と
な
っ
て
い
た
。

　

う
ど
ん
自
体
の
歴
史
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
と
の

交
流
の
中
で
日
本
に
定
着
し
た
食
べ
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
う
ど
ん
そ
の

も
の
は
中
世
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
う
ど
ん
屋
」
が
江
戸
時
代

初
期
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
、
そ
の
看
板
も
そ
の
時
に
中
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
点
で
日
本
の
都
市
社
会
が
初
め
て
「
う
ど
ん

屋
」
を
必
要
と
す
る
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

本
稿
は
、
絵
画
資
料
に
見
え
る
う
ど
ん
屋
の
概
要
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ

こ
か
ら
都
市
の
社
会
史
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
紹
介
し
た
も
の
以
外
に
も

図 11　洛中洛外図屏風「舟木本」の後妻打（左隻第４扇下）
東京国立博物館蔵　Image : TNM Image Archives

図 12　洛中洛外図屏風「旧萬野A本」の後妻打
（左隻第 （ 扇上）
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事
例
は
多
い
こ
と
と
思
う
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
御
教
示
を
請
い
、

後
考
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
（
）　

洛
中
洛
外
図
屏
風
に
つ
い
て
の
主
な
拙
稿
は
、
引
用
・
参
考
文
献
欄
に
掲
げ
た
。

　
　
　

な
お
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
成
立
に
関
わ
る
「
歴
博
甲
本
」
以
前
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当

初
の
見
解
を
修
正
し
て
い
る
の
で
、
小
島
二
〇
一
五
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
（
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
と
共
同
で
行
っ
た
、
人
間
文
化
機
構
連
携
展
示
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
で
は
、
そ
の
第
Ⅰ
部
と
し
て
、「
洛
中
洛
外
図
屏
風
と
風
俗
画
」（
二
〇
一
二
年
三
月
二
七

日
～
五
月
七
日
）
を
開
催
し
た
。

（
（
）　

う
ど
ん
の
表
記
と
し
て
「
う
と
む
」
は
不
自
然
で
は
な
い
。
初
見
と
さ
れ
る
『
嘉
元
記
』
で

は
「
ウ
ト
ム
」
で
あ
り
、元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
刊
の
『
本
朝
食
鑑
』
で
も
「
温
飩
」
を
「
俗

ニ
宇ウ

ト

ム
止
牟
と
訓
ス
」
と
し
て
い
る
。

（
（
）　
「
歴
博
D
本
」
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
類
本
が
二
点
あ
り
、
そ
れ
ら
に
も
同
じ
場
所
に
こ

の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
図
様
は
次
の
よ
う
に
多
少
異
な
っ
て
い
る
。

　
　

① 

田
辺
市
立
美
術
館
本
（
旧
「
司
馬
本
」「
脇
村
本
」。
京
都
国
立
博
物
館
一
九
九
七
所
収
）

　
　
　

う
ど
ん
屋
の
暖
簾
に
「
き
り
む
□
」（
切
麦
）
と
書
い
て
あ
る
。
看
板
か
ら
垂
れ
る
物
は
よ

り
細
く
多
く
、
上
部
の
板
は
幅
が
狭
い
。
板
に
書
か
れ
た
文
字
の
数
も
多
い
が
判
読
困
難
。
男

の
持
っ
て
い
る
の
は
杓
子
で
は
な
く
棒
。
男
を
な
だ
め
る
の
は
、
男
女
各
一
人
。

  　
　
「
切
麦
」
は
「
切
麺
」
の
意
味
で
、
う
ど
ん
と
同
様
の
製
法
で
細
く
切
っ
た
も
の
と
さ
れ
、

店
と
し
て
は
、
う
ど
ん
屋
と
同
じ
種
類
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

な
お
、「
き
り
む
ぎ
（
切
麦
）」
と
書
か
れ
た
暖
簾
の
他
の
例
と
し
て
、
南
蛮
文
化
館
が

所
蔵
す
る
元
和
年
間
頃
の
作
と
さ
れ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
（「
南
蛮
文
化
館
A
本
」
武
田
他

一
九
七
八
所
収
）
に
も
、
店
の
暖
簾
の
ひ
と
つ
に
「
き
り
む
き
」
が
あ
る
。
場
所
は
、
右
隻

第
四
扇
、
寺
町
の
誓
願
寺
の
左
上
（
東
北
）、
高
瀬
川
に
架
か
る
三
条
小
橋
の
西
詰
め
で
あ
り
、

人
通
り
の
多
い
と
こ
ろ
で
営
業
す
る
飲
食
店
と
言
え
る
。

　
　

② 

松
岡
美
術
館
本
（
武
田
他
一
九
七
八
所
収
）

  　
　

暖
簾
は
黒
い
無
地
。
看
板
は
板
の
幅
が
広
く
文
字
も
多
い
が
判
読
困
難
。
男
が
持
っ
て
い
る

の
は
黒
い
棒
。
な
だ
め
る
の
は
男
一
人
と
女
二
人
。

　
　
　

な
お
、
夫
婦
喧
嘩
を
描
い
た
他
の
屏
風
と
し
て
は
、
後
述
の
新
出
個
人
本
が
あ
る
。（
狩
野

博
幸
二
〇
〇
七
、一
〇
九
頁
）。

（
（
）　

旧
称
「
京
都
染
織
会
館
本
」、「
吉
川
（
観
方
）
本
」。
東
京
国
立
博
物
館
二
〇
一
三
な
ど
に

収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

京
都
国
立
博
物
館
一
九
九
七
、
狩
野
博
幸
に
よ
る
解
説
。

（
（
）　

名
古
屋
市
博
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
解
説
。
同
サ
イ
ト
で
は
、
全
体
の
画
像
と
主
要
部
分
の
解
説

が
見
ら
れ
る
。

（
（
）　

う
ど
ん
屋
の
他
、
酒
林
や
後
述
す
る
狭せ
つ
か
い匙
型
の
味
噌
の
看
板
、
壺
型
の
酢
の
看
板
な
ど
も
相

当
数
描
か
れ
て
い
る
。
酒
屋
が
同
寺
に
質
屋
を
営
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
看
板
（
図
（（
）
も

見
ら
れ
る
。

註

図 13　洛中洛外図屏風「池田本」に
描かれた酒林・狭匙（味噌）と
質屋の看板（左隻第 （ 扇中下）　
剥落部分は適宜復元した。

（
9
）　

林
一
九
七
七
、
立
部
一
九
八
六
・
一
九
九
三
な
ど
の
看
板
研
究
で
既
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

狭
匙
を
模
し
た
看
板
は
、
時
に
「
包
丁
」
と
誤
解
し
て
解
説
さ
れ
て
お
り
、
後
述
の
江
戸
図

屏
風
の
も
の
な
ど
、
た
し
か
に
包
丁
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
包
丁
で
は
味
噌
と

の
関
係
が
な
く
、意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
の
形
状
か
ら
「
う
ぐ
い
す
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、「
相

応
寺
屏
風
」
の
看
板
は
、そ
れ
が
頷
け
る
形
を
し
て
い
る
。
横
井
也
有
の
俳
文
集
『
鶉
衣
』
に
、

擂
鉢
と
「
う
ぐ
い
す
」
の
関
係
を
擬
人
化
し
た
「
摺
鉢
ノ
伝
」
が
あ
る
（
大
高
洋
司
氏
よ
り

ご
教
示
を
得
た
）。

（
（0
）　

前
掲
の
『
本
朝
食
鑑
』（
元
禄
一
〇
年
〈
一
六
九
七
〉）
は
、

　
　
「
未
醤
ノ
水
垂
汁
（
注
：
い
わ
ゆ
る
「
垂
れ
味
噌
」）、堅
魚
汁
、胡
椒
粉
、或
ハ
蘿
蔔
（
注
：
大
根
）

汁
等
ヲ
用
テ
、
温
ニ
乗
シ
テ
之
ヲ
食
フ
」

　
　

と
し
て
い
る
。
醤
油
が
未
だ
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　

な
お
、井
原
西
鶴『
日
本
永
代
蔵
』（
元
禄
元
年〈
一
六
八
八
〉刊
）「
世
界
の
借
家
大
将
」に
は
、

擂
鉢
で
何
か
を
擂
る
音
を
聞
い
て
「
煮に
う
め
ん麺

」
を
想
像
す
る
く
だ
り
が
あ
る
の
で
、
ま
だ
麺
類

の
汁
は
味
噌
で
作
る
の
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
（（
）　

林
一
九
七
七
、
立
部
一
九
八
六
。
射
て
も
的
に
当
た
ら
な
い
素
矢
＝
酢
屋
の
意
と
い
う
。
曲

物
の
底
の
な
い
物
を
用
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
図
（
の
物
は
緑
色
に
塗
ら
れ
幅
も
細
い
。

　
　
　

な
お
、
酢
の
看
板
は
、
壺
の
形
で
も
示
さ
れ
る
（
林
前
掲
書
、
立
部
前
掲
論
文
）。
洛
中
洛

　
　
　

酒
屋
が
質
屋
を
兼
ね
て
い

る
こ
と
は
、
土
倉
酒
屋
か
ら

の
系
譜
が
考
え
ら
れ
（
立
部

一
九
八
六
）、
う
ど
ん
屋
を

兼
ね
る
も
の
と
は
別
の
酒

屋
の
形
態
と
も
言
え
よ
う
。

酒
屋
と
質
屋
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
例
は
、「
歴
博
D
本
」

「
歴
博
F
本
」
に
も
見
ら
れ
、

質
札
を
三
段
に
貼
り
重
ね

た
と
い
う
こ
の
看
板
に
つ

い
て
は
、
坪
井
一
八
八
七

な
ど
の
看
板
研
究
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
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外
図
屏
風
「
池
田
本
」
に
酒
林
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
壺
形
の
看
板
を
、「
池
田
本
」
の
暖
簾

や
看
板
に
つ
い
て
集
成
し
た
小
川
二
〇
〇
五
は
醤
油
と
し
て
い
る
が
、
醤
油
の
普
及
は
も
っ
と

時
代
が
下
が
り
、
市
中
の
醤
油
屋
を
描
い
た
例
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
中
期
、
一
八
世
紀
頃

に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
（
佛
教
大
学
本
）
左

隻
第
二
扇
下
の
窓
な
い
し
壁
面
に「
志
や
う
ゆ
ふ
」と
書
い
た
瓶
が
描
か
れ
た
も
の
が
あ
る（
恋

田
知
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
な
お
こ
の
屏
風
に
は
、「
み
そ
あ
り
」
の
狭
匙
型
の
看
板
と
、

壺
型
の
「
す
」
の
看
板
が
出
さ
れ
た
店
も
描
か
れ
て
い
る
。「
佛
教
大
学
本
」
と
そ
の
類
品
は

京
都
の
工
房
で
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
〔
大
塚
二
〇
一
四
〕、
京
都
の
当
時
の
風
俗

を
取
り
入
れ
た
と
考
え
た
い
。
同
本
は
、
佛
教
大
学
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
高
精
細
で
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）　

酒
が
容
易
に
酢
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
ま
た
ダ
ミ
ア
ン
は
、
司
祭
が
必
要
と
し
た
た
め
に
、
毎
日
豊
後
か
ら
携
え
て
来
た
瓢
箪
に

少
し
ば
か
り
酒
を
買
出
し
に
行
っ
た
。
彼
が
そ
れ
を
日
々
買
い
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
は
、（
酒
は
）
翌
日
ま
で
置
い
て
お
く
と
酢
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。」（
ル
イ
ス
・

フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
第
一
部
二
四
章
。
一
五
五
九
年
の
こ
と
を
書
い
た
部
分
。
松
田
毅
一
・

川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
（
五
畿
内
篇
Ⅰ
』（
一
九
八
一
年
、
中
央
公
論
社
）
第
五
章
、

六
七
頁
。

（
（（
）　
「
相
応
寺
屏
風
」
の
う
ど
ん
屋
の
客
も
、
手
に
持
っ
て
食
べ
て
い
る
う
ど
ん
の
椀
と
は
別
に
、

も
う
ひ
と
つ
盆
の
上
に
椀
が
載
っ
て
い
る
。
中
に
は
う
ど
ん
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
各
二
杯

ず
つ
の
う
ど
ん
を
出
す
と
い
う
の
も
や
や
不
自
然
な
の
で
、
本
来
の
図
像
と
し
て
は
、
ひ
と

つ
は
酒
の
杯
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
）　
『
江
戸
図
屏
風
』
と
同
じ
く
江
戸
時
代
初
期
の
江
戸
を
描
く
『
江
戸
名
所
図
屏
風
』（
出
光
美

術
館
蔵
）
も
、
や
は
り
神
田
付
近
に
う
ど
ん
屋
を
描
い
て
い
る
。
右
隻
第
四
扇
上
部
、
神
田

明
神
の
左
、
神
田
川
沿
い
に
材
木
屋
が
並
ぶ
町
（
内
藤
二
〇
〇
三
は
「
佐
久
間
町
」
と
す
る
）

に
、
店
頭
で
半
裸
の
男
が
う
ど
ん
の
生
地
を
伸
ば
す
光
景
が
見
ら
れ
る
。
店
内
と
見
世
棚
に

は
黒
い
角
樽
が
置
か
れ
、
店
の
前
を
歩
く
女
性
も
角
樽
を
手
に
提
げ
て
い
る
の
で
、
こ
の
店

が
酒
も
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
う
ど
ん
屋
や
酒
屋
の
看
板
は
出
て
い
な
い
の
だ
が
、『
江

戸
名
所
図
屏
風
』
は
全
体
に
看
板
を
ほ
と
ん
ど
描
か
な
い
た
め
、
実
際
に
は
『
江
戸
図
屏
風
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
う
ど
ん
屋
の
看
板
と
酒
林
が
か
か
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
作
と
さ
れ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
「
舟
木
本
」
は
、
店
舗
の
様
子

を
詳
し
く
描
く
に
も
関
わ
ら
ず
、
う
ど
ん
屋
は
見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、
当
時
す
で
に
あ
っ

た
は
ず
の
酒
林
も
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
立
部
一
九
八
六
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
選
択
の

個
性
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

加
藤
・
水
藤
二
〇
〇
〇
は
、
元
来
自
家
製
の
も
の
で
あ
っ
た
味
噌
が
販
売
さ
れ
る
こ
と
を
都

市
化
し
た
江
戸
の
特
徴
と
説
明
し
て
お
り
、
正
し
い
指
摘
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
江
戸
に

限
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
大
量
の
住
民
が
流
入
し
た
近
世
都
市
の
特
質
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）、
哲
学
書
院
刊
。
木
村
裕
樹
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
著
者
の

坪
井
正
五
郎
（
一
八
六
三
～
一
九
一
三
）
は
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
し
て
人
類
学
者
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
書
で
は
、
近
世
考
証
随
筆
を
多
く
引
用
し
、
そ
の
系
譜
上

に
著
作
を
行
っ
て
い
る
。
図
版
は
、国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
を
、

規
定
に
従
っ
て
著
作
権
保
護
期
間
満
了
を
確
認
し
た
上
で
使
用
し
て
い
る
。

（
（（
）　

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
成
立
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）・
七
年
（
一
八
三
六
）
刊
。

（
（9
）　

柳
亭
種
彦
『
用
捨
箱
』
は
、『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
一
三
（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
五
年
）

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
板
本
を
閲
覧

で
き
る
。
引
用
に
当
た
っ
て
両
者
を
参
照
し
た
。
図
版
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
を
、
規
定
に
従
っ
て
著
作
権
保
護
期
間
満
了
を
確
認
し
た
上
で
使
用

し
て
い
る
。

（
（0
）　

看
板
の
下
部
に
付
け
ら
れ
た
細
い
紙
を
「
幣
め
き
た
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
中
略
部

分
で
引
用
し
て
い
る
次
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

打ぶ
つ
か
ま
ね
く
か
温う
ど
ん飩
屋
の
幣し
で 

撰
者
冗
峯

　
　
　
　

吉
原
は
わ
ざ
と
も
ほ
ど
く
茶ち
や

筅せ
ん

髪か
み 

　
　

嵐
雪

　

      　
　
　
　

 （『
桃
の
実
』
元
禄
六
年
〈
一
六
九
三
〉）　

  　
　

元
禄
こ
ろ
の
吉
原
に
は
、
こ
の
看
板
を
出
し
た
う
ど
ん
屋
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

  　
　

な
お
、『
桃
の
実
』
は
、
芭
蕉
門
下
の
俳
句
師
桜
井
兀こ
つ
ぽ
う峰
の
編
著
書
（『
用
捨
箱
』
の
「
冗
峯
」

は
「
兀
峰
」
の
誤
り
）。

（
（（
）　
『
用
捨
箱
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
道
戯
興
』
の
文
は
、
次
の
一
部
で
あ
る
。

「
勢
至
は
茶ち
や
の
こ子
の
為
に
、
口
に
蒲ぼ

団た

餅も
ち
を
ほ
お
ば
る
、
勘
板
に
麺
類
を
記
し
て
、
朝
に
早

く
花
鰹
を
鏟か

く
、
壁
を
踏
ま
え
て
山わ
さ
び葵

を
卸
す
」（
原
漢
文
）

（
（（
）　

市
中
か
ら
消
え
る
年
代
の
具
体
的
な
根
拠
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
に
挙
げ
ら
れ
た

市
中
の
看
板
の
例
と
し
て
は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
三
）
頃
の
風
俗
を
描
く
と
さ
れ

る
「
四
条
河
原
図
巻
」（『
近
世
風
俗
図
巻
』
第
二
巻
所
収
）
や
、
西
川
祐
信
（
一
六
七
一
～

一
七
五
〇
）
の
逸
題
絵
本
挿
絵
が
あ
る
。

　
　
　

こ
の
他
、
管
見
に
入
っ
た
、
板
に
糸
状
の
物
を
垂
ら
す
看
板
の
例
を
二
件
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
「
明
星
茶
屋
之
図
」（
英
一
蝶
筆
、
個
人
蔵
）

　
　
　

一
七
世
紀
後
半
の
作
と
さ
れ
、
伊
勢
国
多
気
郡
上
野
村
（
現
三
重
県
多
気
郡
明
和
町
明
星
）

に
あ
っ
た
伊
勢
街
道
沿
の
茶
屋
。
看
板
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
板
部
分
の
幅
が
狭
い
古
い
も

の
を
描
い
て
い
る
（
図
9
︱ 

⑨
）。
静
岡
県
立
美
術
館
『
ア
ニ
マ
ル
ワ
ー
ル
ド
─
美
術
の
な
か

の
ど
う
ぶ
つ
た
ち
─
』
二
〇
一
四
年
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、森
下
佳
菜
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

　
　
「
金
比
羅
図
屏
風
」（
清
信
（
狩
野
休
円
清
信 

享
保
二
年
（
一
七
一
七
没
）
筆
、
香
川
・
金
刀

比
羅
宮
蔵
、
狩
野
博
幸
一
九
九
二
所
収
）

　
　
　

参
詣
道
沿
い
の
、右
隻
第
一
扇
中
程
に
、店
内
で
う
ど
ん
の
生
地
を
伸
ば
す
姿
と
う
ど
ん
屋
の

看
板
が
、
同
第
五
扇
に
、
看
板
お
よ
び
生
地
を
伸
ば
す
姿
と
暖
簾
か
ら
外
を
覗
く
女
性
が
描
か
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れ
て
い
る
。
看
板
は
、
尖
頭
形
の
板
に
短
冊
状
の
紙
片
を
い
く
つ
か
付
け
た
形
状
で
あ
る
（
図

9 

︱
⑩
）。
石
澤
一
志
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

（
（（
）　
「
四
条
河
原
図
巻
」
は
、
景
観
年
代
は
寛
文
（
一
六
六
一
～
七
三
）
～
延
宝
（
一
六
七
三

～
八
一
）
こ
ろ
だ
が
、
制
作
は
江
戸
中
期
、
元
禄
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
な
い
し
享
保

（
一
七
一
六
～
三
六
）
こ
ろ
と
さ
れ
る
（
切
畑
健
に
よ
る
解
説
。
高
橋
他
一
九
七
三
）。

（
（（
）　

林
一
九
七
七
は
、
看
板
の
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、「
時
代
が
下
が
り
文
化
度
が
高
く
な
る

と
共
に
、
急
速
に
文
字
看
板
に
頼
る
率
が
高
く
な
っ
て
く
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
文
字
看

板
が
主
流
に
な
る
背
景
に
は
、
当
然
識
字
率
の
向
上
が
あ
る
。

（
（（
）　

写
真
紹
介
の
サ
イ
ト
で
多
く
の
看
板
類
の
写
真
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、「
老
照
片 

面
店
幌
子
」

な
ど
と
検
索
す
る
と
、
二
〇
世
紀
前
期
頃
の
北
京
地
区
で
用
い
ら
れ
て
い
た
看
板
を
多
数
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
板
の
部
分
に
彫
刻
を
施
し
た
物
が
多
く
、
ま
た
短
い
円
筒
の
ま
わ
り
に

細
い
布
を
垂
ら
し
た
物
も
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
古
い
看
板
お
よ
び
看
板
研
究
に
つ
い
て
は
、

陳
可
冉
氏
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
（（
）　

頭
の
尖
っ
た
形
の
掲
示
板
類
は
、
室
町
時
代
の
制
札
と
、
そ
れ
を
継
承
し
た
江
戸
時
代
の
制

札
類
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る（
小
島
二
〇
〇
五「
中
世
の
制
札
」参
照
）。
管
見
の
限
り
で
は
、

日
本
以
外
で
は
、
掲
示
板
的
な
物
に
使
っ
た
例
を
あ
ま
り
見
な
い
が
、
日
本
で
は
、
制
札
以

外
で
も
、
棟
札
、
板
碑
、
将
棋
の
駒
な
ど
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
鎌
倉
時
代
以
降
好

ん
で
使
わ
れ
た
形
で
あ
り
、
そ
の
起
源
や
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
察
を
期
し
た
い
。

（
（（
）　

中
国
の
風
俗
画
と
し
て
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
、
明
代
の
一
六
世
紀
前
半
に
活
動
し
た
画

家
仇
英
の
作
と
さ
れ
る
「
清
明
上
河
図
」（
大
倉
集
古
館
蔵
、
伊
原
二
〇
一
二
が
収
載
）
の
橋

の
た
も
と
の
飲
食
店
ら
し
き
店
に
、
う
ど
ん
屋
看
板
に
似
た
、
赤
い
糸
状
の
物
を
垂
ら
し
た

看
板
ら
し
き
も
の
が
二
つ
か
か
っ
て
い
る
。
一
二
世
紀
に
描
か
れ
た
宋
代
の
「
清
明
上
河
図
」

に
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　

短
い
円
筒
に
房
を
付
け
た
看
板
を
、
飲
食
店
の
店
先
に
竿
を
突
き
出
し
て
掲
げ
た
光
景
は
、

清
代
の
風
俗
画
に
見
ら
れ
る
（
金
他
二
〇
〇
八
所
収
図
版
な
ど
）。「
清
明
上
河
図
」
大
倉
集

古
館
本
に
見
ら
れ
る
物
も
こ
の
類
か
と
も
思
わ
れ
、「
う
ど
ん
屋
看
板
」
の
よ
う
な
、
板
に
房

を
付
け
た
麺
店
の
看
板
そ
の
も
の
は
、
検
討
を
始
め
た
ば
か
り
だ
が
、
ま
だ
中
国
や
韓
国
の

古
い
風
俗
画
に
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。  

（
（（
）　
「
舟
木
本
」
に
は
、
方
広
寺
大
仏
殿
の
左
上
に
、
大
坂
の
陣
を
象
徴
す
る
と
思
わ
れ
る
乱
闘

場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
影
響
と
思
わ
れ
る
場
面
は
、「
旧
萬
野
美
術
館
A
本
（
萬
野
A

本
）」、「
歴
博
D
本
」、「
九
博
本
（
旧
高
津
文
化
会
館
本
）」、
出
光
美
術
館
蔵
「
江
戸
名
所
図

屏
風
」
な
ど
、
か
な
り
の
都
市
風
俗
画
に
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
刃
傷
沙
汰
の
乱
闘
場
面
を
描

く
屏
風
は
多
数
に
上
る
。
後
述
の
路
上
の
「
後
妻
打
ち
」
の
場
面
や
、本
稿
で
扱
っ
て
い
る
「
暴

力
的
な
う
ど
ん
屋
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
詳
し
く
は
別
の

機
会
に
述
べ
た
い
。

（
（9
）　
「
福
岡
市
博
本
」
の
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
図
像
は
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
「
勝
興
寺
本
」
に
も

見
ら
れ
（
右
隻
第
一
扇
下
）、
う
ど
ん
屋
の
徴
証
は
な
い
が
、
そ
こ
で
は
背
後
の
子
供
を
か
ば

う
形
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
本
来
は
子
供
の
喧
嘩
に
大
人
が
介
入
す
る
と
い
う
図
像

の
系
譜
を
引
く
と
思
わ
れ
る
が
、「
福
岡
市
博
本
」
で
は
、
単
に
子
供
を
打
擲
す
る
だ
け
の
図

に
な
っ
て
い
る
。

（
（0
）　

洛
中
洛
外
図
屏
風
「
旧
萬
野
美
術
館
A
本
（
萬
野
A
本
）」
は
、
淀
城
天
守
の
存
在
か
ら
寛

永
二
年（
一
六
二
五
）以
降
の
景
観
と
さ
れ
る〔
京
博
一
九
九
七
〕。「
舟
木
本
」の
影
響
が
強
く
、

図
像
の
借
用
も
散
見
さ
れ
る
。
現
在
の
所
蔵
者
は
確
認
で
き
ず
、
京
博
一
九
九
七
の
図
版
か

ら
ト
レ
ー
ス
を
試
み
た
。

　
　
　

な
お
、「
萬
野
A
本
」
に
も
、
右
隻
第
五
扇
の
、
三
条
橋
の
両
側
の
店
に
、
池
田
本
系
と
同

じ
よ
う
な
う
ど
ん
屋
の
看
板
が
認
め
ら
れ
る
。

（
（（
）　
「
舟
木
本
」
に
描
か
れ
た
路
上
で
の
後
妻
打
の
図
像
は
、『
昔
々
物
語
』
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る

現
実
の
後
妻
打
ち
、
す
な
わ
ち
日
時
を
通
告
し
て
後
妻
の
家
を
集
団
で
儀
礼
的
に
襲
う
、
と

い
う
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
舟
木
本
」
は
、
後
妻
打
の
実
態
を
描
い
た
の
で
は

な
く
、
そ
れ
に
仮
託
し
て
謡
曲
「
鉄
輪
」
の
一
節
（「
い
で
〳
〵 

い
の
ち
を
と
ら
ん
〳
〵
と 

し（

杖

（
も
と
を
ふ
り
あ
げ 

う
ハ
な
り
の 

か（
髪
（み
を
手
に
か
ら
ま
い
て 

う
つ
や
う
つ
の
山
の
…
」）
に

基
づ
く
先
妻
の
後
妻
へ
の
仕
打
ち
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
二
条
城
の
近

く
に
描
か
れ
た
の
は
、
筆
者
が
注
文
主
と
推
定
す
る
越
前
松
平
家
の
、
徳
川
本
家
に
対
す
る

意
識
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
〔
小
島
二
〇
一
五
〕。
そ
の
図
像
は
「
萬
野

A
本
」
に
借
用
さ
れ
、
ま
た
同
様
の
図
像
が
「
九
博
本
」（
旧
高
津
本
）
に
も
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
現
実
で
は
な
い
後
妻
打
の
図
像
は
、「
舟
木
本
」
に
お
け
る
象
徴
的
な
意
味
を
離
れ
て
、

単
に
暴
力
的
な
図
像
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

引
用
・
参
考
文
献

〔
図
録
・
図
集
〕

高
橋
誠
一
郎
・
楢
崎
宗
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修 

菊
池
貞
夫
・
諏
訪
春
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・
和
歌
森
太
郎
編　

一
九
七
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『
近
世
風

俗
図
巻　

第
二
巻　

諸
国
風
俗
』
毎
日
新
聞
社

武
田
恒
夫
他 

一
九
七
八
『
日
本
屏
風
絵
集
成
』
第
一
一
巻
「
洛
中
洛
外
」
講
談
社

林
屋
辰
三
郎
・
村
重
寧
編　

一
九
八
三
『
近
世
風
俗
図
譜 

第
三
巻 

洛
中
洛
外
（
一
）』
小
学
館

狩
野
博
幸 

一
九
九
二
『
近
世
風
俗
画
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日
々
の
い
と
な
み
』
淡
交
社

京
都
国
立
博
物
館　

一
九
九
七
『
黄
金
の
と
き 

ゆ
め
の
時
代
─
桃
山
絵
画
讃
歌
─
』

京
都
国
立
博
物
館　

一
九
九
七 『
洛
中
洛
外
図　

都
の
形
象
─
洛
中
洛
外
の
世
界
─
』
淡
交
社

金
衛
東
他
編 

二
〇
〇
八
『
明
清
風
俗
画　

故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
全
集
』
香
港
聯
合
書
刊
物
流

有
限
公
司

奥
平
俊
六
・
関
口
敦
仁
監
修　

二
〇
〇
九
『
パ
ソ
コ
ン
で
旅
す
る
江
戸
時
代
の
京
都　

デ
ジ
タ
ル
洛

中
洛
外
図
屏
風
（
島
根
県
美
本
）』
淡
交
社  
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研
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機
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二
〇
一
二
『
都
市
を
描
く
─
京
都
と
江
戸
─
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
／

国
文
学
研
究
資
料
館
）

東
京
国
立
博
物
館　

二
〇
一
三
『
京
都
』

静
岡
県
立
美
術
館　

二
〇
一
四
『
ア
ニ
マ
ル
ワ
ー
ル
ド
─
美
術
の
な
か
の
ど
う
ぶ
つ
た
ち
─
』

京
都
文
化
博
物
館　

二
〇
一
五
『
京
を
描
く
─
洛
中
洛
外
図
の
時
代
─
』

〔
著
書
・
論
文
〕

坪
井
正
五
郎 

一
八
八
七
『
工
商
技
芸 

看
板
考
』
哲
学
書
院

堀
越
喜
博 
一
九
四
〇
『
満
州
看
板
往
来
』
日
本
国
際
観
光
局
（
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ュ
ー

ロ
ー
満
州
支
部
）

林　

美
一 

一
九
七
七
『
江
戸
看
板
図
譜
』
三
樹
書
房

立
部
紀
夫 

一
九
八
六
「
酒
林
小
考
─
絵
画
資
料
を
中
心
と
し
た
史
的
考
察
─
」（『
民
具
マ
ン
ス

リ
ー
』
第
一
八
巻
一
二
号
）

立
部
紀
夫 

一
九
九
三
「
絵
画
資
料
に
み
る
酒
屋
の
看
板
・
酒
林
」（『
月
刊
歴
史
手
帖
』
第
二
一

巻
四
号
）

石
毛
直
道
監
修　

一
九
九
九
『
講
座
食
の
文
化 

第
二
巻 

日
本
の
食
事
文
化
』
味
の
素
食
の
文
化
セ

ン
タ
ー

水
藤
真
・
加
藤
貴
編　

二
〇
〇
〇
『
江
戸
図
屏
風
を
読
む
』 

東
京
堂
出
版

内
藤
正
人 

二
〇
〇
三
『
江
戸
名
所
図
屏
風
─
大
江
戸
劇
場
の
幕
が
開
く
』 

小
学
館 

小
川
慧
里
子 

二
〇
〇
五
「
第
二
定
型
林
原
家
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
た
布
帛
類
に
つ
い
て

の
研
究
」（『
第
二
定
型
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
総
合
的
研
究
（
科
学
研
究
費
研
究
成
果

報
告
書　

代
表
黒
田
日
出
男
）』）

狩
野
博
幸 

二
〇
〇
七
『
新
発
見
・
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
青
幻
舎

伊
原　

弘 

二
〇
一
二
『「
清
明
上
河
図
」
と
徽
宗
の
時
代
─
そ
し
て
輝
き
の
残
照
』
勉
誠
出
版

飯
野
亮
一 

二
〇
一
四
『
居
酒
屋
の
誕
生
─
江
戸
の
呑
み
だ
お
れ
文
化
─
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫

大
塚
活
美 

二
〇
一
四
「
住
吉
具
慶
本
洛
中
洛
外
図
作
品
の
描
写
内
容
と
特
徴
─
江
戸
時
代
中
期

の
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
研
究
─
」『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
』
四
二

小
島
道
裕 

二
〇
〇
八 

「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
の
成
立
と
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
諸
本
」

（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
五
集
）

 

二
〇
〇
九
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
『
東
博
模
本
』
の
成
立
事
情
お
よ
び
『
朝
倉
本
』
に

関
す
る
考
察
」（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
『
文
化
科
学
研
究
』
五
）

 

二
〇
〇
九
『
描
か
れ
た
戦
国
の
京
都
─
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
読
む
─
』
吉
川
弘
文
館

 

二
〇
一
四
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
の
制
作
事
情
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
島
編
『
洛

中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
の
総
合
的
研
究
』（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
八
〇
集
）

 

二
〇
一
五
「
そ
れ
は
誰
が
見
た
か
っ
た
京
都
か
─
構
図
に
見
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
の

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
五
年
一
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）

系
譜
関
係
─
」
京
都
文
化
博
物
館
特
別
展
図
録
『
京
を
描
く
─
洛
中
洛
外
図
の
時
代

─
』

 

二
〇
〇
五
「
中
世
の
制
札
」（
同
『
戦
国
・
織
豊
期
の
都
市
と
地
域
』
青
史
出
版
）

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
連
携
研
究
「
中
近
世
の
都
市
を
描
く
絵
画
と
地
誌
に
関
す
る
研
究

─
京
都
と
江
戸
─
」（
二
〇
一
〇
～
一
二
年
度
、
代
表
小
島
道
裕
）
お
よ
び
「『
職
人
絵
』
を
中
心
と

す
る
日
本
中
世
近
世
都
市
風
俗
画
の
研
究
」（
二
〇
一
三
～
一
五
年
度
、
代
表
大
高
洋
司
）
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
国
文
学
研
究
資
料
館
の
教
員
と
外
部
の
研
究
者
お
よ
び

総
合
研
究
大
学
院
大
学（
総
研
大
）の
院
生
・
卒
業
生
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る「
都
市
風
俗
画
研
究
会
」

と
通
称
し
た
研
究
会
で
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
随
時
報
告
し
、
多
く
の
方
か
ら
ご
教
示
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
図
版
掲
載
に
当
た
っ
て
は
、
所
蔵
機
関
各
位
か
ら
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
謝
意
を
表
し
た
い
。


