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﹇
論
文
要
旨
﹈

　

文
化
・
文
政
期
以
後
の
江
戸
の
町
で
は
数
多
く
の
料
理
茶
屋
が
営
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
ら
の
宣
伝
に
は
引
札
類
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
見
立
番
付
な
ど
の
一
枚
刷
、
あ
る
い
は
絵
双
六
や

錦
絵
な
ど
が
実
質
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
な
か
で
も
視
覚
効
果
の
高
い
錦
絵
の
持
つ

広
報
機
能
は
高
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
江
戸
名
所
絵
の
第
一
人
者
で
あ
る
歌
川
広
重
の
錦
絵
揃
物

「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
は
店
の
内
外
の
情
景
を
詳
細
か
つ
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
た
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。

　

こ
の
揃
物
の
成
立
に
関
し
て
は
、
描
か
れ
た
料
理
茶
屋
か
ら
の
入
銀
（
出
版
資
金
提
供
）
の
可
能

性
が
議
論
さ
れ
て
き
て
い
た
。
本
稿
は
そ
の
点
に
関
し
て
、
主
に
描
か
れ
た
内
容
の
分
析
や
同
時
代

の
料
理
茶
屋
番
付
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

全
三
〇
図
か
ら
な
る
本
揃
物
に
関
し
て
は
、
広
重
の
署
名
の
書
体
か
ら
、
天
保
八
、九
年
頃
に
制

作
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
天
保
十
年
か
ら
十
一
年
頃
と
思
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
二
分
で
き
る
。
こ
の
二

つ
を
成
立
年
代
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
料
理
茶
屋
番
付
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
と
照
合
す
る
と
、

前
者
は
番
付
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
店
が
多
く
、
後
者
は
下
段
も
し
く
は
番
付
中
に
名
前
が
見

い
だ
さ
れ
な
い
店
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
描
写
に
関
し
て
も
、
前
者
は
店
の
内
観
、
も
し

く
は
建
物
に
視
野
を
限
定
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
後
者
で
は
店
の
周
囲
の
名
所
景
観
と

と
も
に
描
か
れ
る
も
の
が
目
に
つ
く
。
後
者
に
関
し
て
は
、
店
の
所
在
場
所
の
情
報
を
示
す
と
い
う

機
能
を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」

は
、
ま
ず
著
名
な
店
を
描
い
た
図
を
制
作
・
出
版
し
、
そ
の
後
、
そ
の
宣
伝
効
果
を
下
位
ラ
ン
ク
の

店
に
提
示
し
て
出
版
資
金
の
提
供
を
促
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
揃

物
は
少
な
く
と
も
出
版
の
途
中
か
ら
、
料
理
茶
屋
に
関
す
る
明
確
な
宣
伝
機
能
を
意
図
し
て
描
か
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

歌
川
広
重
、
錦
絵
、
江
戸
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所
絵
、
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理
茶
屋
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に
見
る
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理
茶
屋
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報
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❷
広
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描
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は
じ
め
に

　

十
九
世
紀
に
入
っ
て
間
も
な
い
江
戸
の
町
は
、
今
日
化
政
文
化
と
呼
ば
れ
る
爛
熟

し
た
都
市
文
化
が
花
開
く
時
代
を
迎
え
て
い
た
。
寛
政
の
改
革
の
も
と
で
の
倹
約
令

で
一
時
締
め
付
け
ら
れ
た
消
費
文
化
が
、
ま
る
で
そ
の
反
動
の
よ
う
に
活
気
づ
い
た

時
代
だ
が
、‚
食
‘
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
江
戸
の
町

の
飲
食
産
業
が
質
・
量
と
も
に
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

　

量
の
点
で
い
え
ば
、
大
田
南
畝
が
「
五
歩
に
一
楼
、
十
歩
に
一
閣
、
み
な
飲
食
の

店
な
ら
ざ
る
と
い
ふ
事
な
し
」（『
一
話
一
言
』）
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
市
中
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
飲
食
の
店
が
営
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
江
戸
で
の
買
い
物
ガ
イ
ド

と
い
う
べ
き
文
政
七
年
の
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
は
、
三
冊
構
成
の
大
部
な
も
の
だ

が
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
は
「
飲
食
之
部
」
と
し
て
酒
食
を
供
す
る
店
の
部
が
独
立
し

て
い
る
。

　

質
の
点
で
は
今
日
の
宴
席
の
コ
ー
ス
料
理
へ
と
発
展
す
る
贅
沢
な
会
席
料
理
が
す

で
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
天
明
四
年
（
一
七
八
一
）
刊
の
四
方
山
人
こ
と
大
田

南
畝
作
の
黄
表
紙
『
料
理
献
立　

頭
て
ん
天
口
有
』
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
寛
政
の

改
革
以
前
に
興
隆
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
高
級
料
理
と
社
交
の
場
を
提
供
す
る
料
理
茶

屋
（
今
日
で
い
う
料
亭
）
が
、化
政
期
に
入
り
ま
す
ま
す
繁
栄
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
座
敷
は
風
光
明
媚
な
景
色
に
臨
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
風
流
を
凝

ら
し
た
庭
に
面
し
、
室
内
に
は
著
名
な
絵
師
や
書
家
の
額
や
軸
を
飾
り
、
酒
食
を
楽

し
む
だ
け
で
な
く
書
画
会
や
襲
名
披
露
、
演
奏
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
の
貸
座
敷

に
も
利
用
さ
れ
た
。
広
い
敷
地
内
に
浴
室
を
設
け
て
、
食
事
に
来
た
客
を
寛
が
せ
る

店
さ
え
珍
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
、
こ
う
し
た
店
の
料
理
は
安
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
寛
天
見

聞
記
』
に
あ
る
八
百
善
の
一
両
二
分
の
茶
漬
け
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
極
端
な
例

で
、
さ
す
が
に
眉
に
つ
ば
を
し
て
受
け
取
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
守

貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
江
戸
の
料
理
茶
屋
の
会
席
料
理
の
一
人
前
の
料
金
は
八
百
善
な

ど
の
最
上
級
店
で
銀
一
〇
匁
、
そ
の
他
は
銀
六
、七
匁
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
い
さ
さ

か
強
引
に
今
日
の
貨
幣
価
値
に
置
き
換
え
れ
ば
、
前
者
は
一
万
円
前
後
、
後
者
は
数

千
円
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
い
う
と
、
ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
富
裕
層
で
も
な
け
れ
ば
そ
う
た
び
た
び
足

を
踏
み
入
れ
る
場
所
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
あ
な
が
ち
そ
う
で
も
な
か
っ

た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
料
理
茶
屋
を
取
り
上
げ
た
一
枚
刷
の
類
が
多
数
制
作
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。

　

前
述
の
『
料
理
献
立　

頭
て
ん
天
口
有
』
は
、浄
瑠
璃
『
太
平
記
菊
水
巻
』
に
擬
え
、

当
時
高
名
の
料
理
茶
屋
で
あ
る
日
本
橋
の
樽
三
ぶ
（
作
中
で
は
「
さ
る
さ
ぶ
」
と
あ

る
）
と
洲
崎
の
升
屋
を
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る
軍
勢
の
頭
に
据
え
、
料
理
合
戦
を
繰
り

広
げ
る
様
を
面
白
お
か
し
く
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
近
く
、
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
か
い
と
う
ち
や
す
け
（
海
道
茶
助
）
い
ち
せ
ん
め
し
ろ
う
（
一
膳

飯
郎
）
の
二
に
ん
に
め
い
（
命
）
し
て
し
よ
ほ
う
（
諸
方
）
へ
く
ん
せ
い
さ

い
そ
く
（
軍
勢
催
促
）
の
く
わ
い
ふ
ん
（
回
文
）
を
ひ
き
ふ
だ
（
引
札
）
に

し
て
ま
わ
さ
れ
け
る

　

さ
る
さ
ぶ
が
諸
国
に
軍
勢
を
募
る
た
め
に
、
配
下
に
命
じ
て
回
文
を
廻
す
の
だ

が
、
そ
れ
が
宣
伝
用
の
一
枚
刷
で
あ
る
引
札
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

描
写
は
、
当
時
の
料
理
茶
屋
が
宣
伝
の
手
段
と
し
て
引
札
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い

た
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
宣
伝
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
当
時
の
料
理
茶
屋
は
、
今
日
の
高
級
料
亭
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
常
連
富

裕
層
や
社
用
族
の
よ
う
な
な
か
ば
閉
ざ
さ
れ
た
顧
客
層
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
く
、
か
な
り
広
い
層
を
顧
客
と
し
て
呼
び
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

  
た
だ
、
現
実
に
こ
う
し
た
有
名
料
理
茶
屋
が
配
布
し
た
引
札
は
あ
ま
り
残
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
増
田
太
次
郎
は
、
裕
福
な
商
人
や
藩
の
重
役
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な
ど
を
主
た
る
顧
客
と
し
て
い
た
こ
う
し
た
高
級
店
は
、
一
般
庶
民
に
ま
で
引
札
を

配
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
、
そ
の
か
わ
り
に
店
の
宣
伝
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
の
が
、
見
立
番
付
や
錦
絵
で
あ
っ
た
と
す
る
）
1
（

。

　

た
し
か
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
す
る
引
札
な
ど
の
一
枚
刷
の
一
大
貼

込
み
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
懐
溜
諸
屑
』
に
は
、
相
当
点
数
の
食
べ
物
屋
の
引
札

が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
後
述
す
る
見
立
番
付
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
店
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。『
頭
て
ん
天
口
有
』
に
あ
る
よ

う
な
料
理
茶
屋
の
引
札
配
布
に
関
す
る
記
述
と
の
齟
齬
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
は

残
る
が
、『
頭
て
ん
天
口
有
』
の
書
か
れ
た
天
明
期
と
、『
懐
溜
諸
屑
』
の
収
集
時
期

で
あ
る
幕
末
と
で
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

た
だ
、『
懐
溜
諸

屑
』
の
中
に
は
、
両
国
の
河
内
屋
や
万
八
な
ど
見
立
番
付
の
上
位
に
位
置
す
る
料
理

茶
屋
を
会
場
と
し
た
書
画
会
の
引
札
は
い
く
つ
も
見
い
だ
せ
る
こ
と
か
ら
、
直
接
的

な
自
店
の
広
告
物
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
高
級
店
が
引
札
な
ど
の
宣
伝
活
動
と
無

縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
も
っ
ぱ

ら
文
字
情
報
の
み
に
頼
る
簡
素
な
も
の
で
あ
り
、
書
画
会
開
催
の
名
目
や
日
時
、
参

加
す
る
絵
師
や
書
家
な
ど
の
必
要
情
報
が
主
た
る
も
の
で
、
貸
座
敷
と
な
っ
た
料
理

茶
屋
に
関
し
て
は
、「
両
国　

大
の
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
ご
く
簡
単
に
場
所
と
店

名
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
誰
も
が
知
る
有
名
店
に
関
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
詳
細

な
情
報
を
提
供
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

  

一
方
、
増
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
戸
末
期
に
な
る
と
有
名
な
料
理
茶
屋
を
な

ん
ら
か
の
形
で
画
題
と
し
た
錦
絵
の
揃
物
は
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

当
世
風
俗
に
取
材
し
、
木
版
で
摺
刷
し
て
市
中
で
広
く
販
売
さ
れ
る
に
錦
絵
が
商
品

宣
伝
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
江
戸
の

有
名
呉
服
商
の
商
う
着
物
を
身
に
つ
け
た
女
た
ち
を
描
く
文
化
初
期
の
喜
多
川
歌
麿

の
揃
物
「
夏
衣
裳
当
世
美
人
」
が
、
題
名
に
記
さ
れ
る
店
の
宣
伝
を
兼
ね
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
）
2
（

、
よ
く
あ
る
タ
イ
プ
の
越
後
屋
や
白
木
屋
の

店
先
を
背
景
に
描
い
た
美
人
画
も
、
た
だ
た
ん
に
江
戸
の
名
所
を
バ
ッ
ク
に
当
世
美

人
を
並
べ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
は
明
確
に
描
か
れ
た
店
の
宣
伝
も

兼
ね
て
い
た
と
の
証
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
歌
川
広
重
の
名
所
絵
や
溪
斎
英
泉
の

美
人
画
に
、
絵
の
主
題
と
は
直
接
関
係
の
無
い
白
粉
の
仙
女
香
の
袋
や
商
品
名
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
明
ら
か
に
商
品
宣
伝
の
た
め
に
製
造
元
の
坂
本
氏
か
ら

な
ん
ら
か
の
資
金
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
江
戸
末
期
に
は
千
枚
単

位
の
規
模
で
摺
刷
さ
れ
、
ヒ
ッ
ト
作
と
な
る
と
数
千
枚
を
越
え
る
こ
と
も
あ
る
錦
絵

は
、
宣
伝
媒
体
と
し
て
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
3
（

。
た
と
え
購
買
者

の
手
に
わ
た
る
こ
と
が
な
く
と
も
、絵
草
紙
屋
の
店
先
に
吊
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、

人
々
の
購
買
意
欲
を
か
き
た
て
る
一
定
の
宣
伝
効
果
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）
4
（

。

  

本
稿
で
は
、
高
級
料
理
茶
屋
の
引
札
の
残
存
が
稀
で
あ
る
と
い
う
現
状
の
中
で
、

料
理
茶
屋
を
主
題
と
し
た
錦
絵
が
そ
れ
に
代
わ
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
）
宣
伝

の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
発
揮
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
見
立
番
付
な
ど
の
一
枚
刷
な

ど
も
用
い
つ
つ
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

❶
料
理
茶
屋
を
描
く
錦
絵
作
品

　

市
井
に
お
い
て
人
々
の
関
心
を
集
め
る
事
物
を
抜
け
目
な
く
画
題
に
取
り
入
れ
る

の
が
錦
絵
の
常
で
あ
る
。
正
月
の
絵
双
紙
屋
の
主
力
商
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
絵
双
六

は
、
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
人
々
の
関
心
の
在
処
を
反
映
し
た
題
材
選
び
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
が
、
歌
川
貞
景
画
「
狂
歌
会
席
料
理
名
家
双
六
」
や
嘉
永
期
の
歌
川
芳
艶

画
「
新
版
御
府
内
流
行
名
物
案
内
双
六
」（
図
1
）
な
ど
、著
名
な
料
理
茶
屋
を
扱
っ

た
絵
双
六
も
見
い
だ
せ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
店
が
幅
広
い
階
層
や
年
齢
層
の
関
心

の
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
「
狂
歌
会
席
料
理
名
家
双
六
」
の
形
式
は
柳
橋
辺
り
の
料
理
茶
屋
か
ら
地
域
ご
と

に
順
に
た
ど
り
、
山
谷
の
八
百
善
な
ど
を
経
て
新
吉
原
に
上
が
る
廻
り
双
六
だ
が
、

芳
艶
の
「
新
版
御
府
内
流
行
名
物
案
内
双
六
」
は
飛
び
双
六
で
あ
る
。
飛
び
双
六
は

画
面
最
下
段
中
央
の
マ
ス
で
あ
る
「
振
り
出
し
」
か
ら
、
最
上
段
中
央
の
「
上
が
り
」
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図1　歌川芳艶「新版御府内流行名物案内双六」
国立歴史民俗博物館蔵

図２　溪斎英泉「当世会席尽　司馬神明　車屋」　
千葉市美術館蔵

を
目
指
し
て
骰
子
を
振
る
が
、
駒
は
下
段
か
ら
上
段
に
向
か
っ
て
次
第
に
移
動
し

て
い
く
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
併
せ
て
、
マ
ス
の
中
に
描
か
れ
る

事
物
も
上
段
に
い
く
に
し
た
が
っ
て
高
い
価
値
や
評
価
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
「
新
版
御
府
内
流
行
名
物
案
内
双
六
」
だ
と
、
駒
は
最
下
段
の
「
く

ぎ
だ
な　

む
ぎ
め
し
」
や
「
も
ん
ぜ
き
ま
へ　

あ
ま
酒
」
あ
た
り
を
う
ろ
つ
き
、
次

第
に
上
段
の
マ
ス
に
上
が
り
つ
つ
、
最
上
段
の
「
八
百
善
」
や
「
ふ
か
川　

ひ
ら
清
」

な
ど
を
経
て
上
が
り
の
山
王
祭
礼
に
到
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵
双

六
一
枚
の
中
で
価
値
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
目
で
見
る
ラ
ン
キ
ン
グ
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

絵
双
六
は
単
体
の
刷
物
に
複
数
の
料
理
茶
屋
の
情
報
を
詰
め
込
ん
で
い
る
が
、
錦

絵
の
揃
物
は
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
何
枚
あ
る
い
は
何
十
枚
揃
の
一
図
ず
つ
が
ひ
と
つ

の
店
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
面
白
い
こ
と
に
揃
物
の
場
合
は
、
料
理
茶
屋
を
テ
ー
マ

と
し
た
も
の
が
、
あ
る
出
版
時
期
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
流
行
の
錦
絵
ジ
ャ
ン
ル
と
結

び
つ
い
て
い
る
と
い
う
現
象
が
見
い
だ
せ
る
。

　

た
と
え
ば
歌
川
国
貞
や
溪
斎
英
泉
が
美
人
画
で
妍
を
競
っ
て
い
た
文
政
か
ら
天
保

年
間
に
か
け
て
は
、
コ
マ
絵
の
中
に
著
名
な
料
理
茶
屋
の
外
観
や
座
敷
の
様
子
を
描

い
た
美
人
画
揃
物
が
い
く
つ
か
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
文
政
前
期
の
国
貞
の
「
当
時
高

名
会
席
尽
」
は
五
〇
図
近
い
図
柄
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
国
貞
の
美
人
画
揃
物
の
中

で
も
規
模
の
大
き
な
部
類
に
属
す
る
だ
け
で
な
く
、
女
の
姿
態
風
俗
に
工
夫
を
凝
ら

し
た
図
が
多
く
、
彼
の
画
業
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　

天
保
期
の
英
泉
の
二
つ
の
揃
物
は
、
全
身
像
の
「
当
世
（
美
人
）
料
理
通
」
と
大

首
絵
の
「
当
世
会
席
尽
」（
図
2
）
の
二
種
が
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
英
泉
ら

し
い
艶
冶
な
美
人
画
像
を
描
き
出
す
が
、
西
洋
の
額
縁
風
の
縁
取
り
を
持
つ
コ
マ
絵

の
中
に
、
洋
風
版
画
の
画
趣
で
も
っ
て
料
理
茶
屋
の
概
観
や
そ
の
立
地
す
る
名
所
風

景
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
コ
マ
絵
は
板
ぼ
か
し
や
洋
風
の
わ
き
上
が
る
雲

の
描
写
な
ど
が
目
に
つ
き
、
後
者
の
コ
マ
絵
で
は
銅
版
画
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
意
識
し
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た
線
描
が
目
立
つ
な
ど
、
意
識
的
な
表
現
の
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
英
泉
は
名
所
絵
と
し
て
も
洋
風
色
の
強
い
揃
物
を
描
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
二
種
の
美
人
画
も
彼
の
洋
風
表
現
へ
の
関
心
の
在
処
を
う
か
が
う
の
に

重
要
な
材
料
と
な
る
。

　

天
保
中
期
以
後
は
同
前
期
に
成
長
・
確
立
し
た
名
所
絵
の
分
野
で
、
円
熟
期
を
迎

え
よ
う
と
す
る
歌
川
広
重
が
数
々
の
名
作
揃
物
を
世
に
送
り
出
し
、
そ
の
中
に
揃
物

「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
が
見
い
だ
せ
る
。
料
理
茶
屋
と
い
う
主
題
で
も
っ
と
も
注
目

す
べ
き
こ
の
錦
絵
揃
物
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
た
る
検
討
対
象
で
あ
り
、
あ
と
で

詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

  

嘉
永
年
間
は
天
保
の
改
革
時
の
規
制
も
緩
み
、
錦
絵
の
揃
物
出
版
が
活
気
づ
く
時

期
で
あ
り
、『
藤
岡
屋
日
記
』
に
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
五
年
か
ら

六
年
に
か
け
て
は
新
興
の
版
元
ら
に
よ
っ
て
豪
華
摺
の
揃
物
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い

る
）
5
（

）。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
高
い
市
販
性
を
考
慮
し
て
人
気
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
絵

仕
立
て
で
、
コ
マ
絵
に
個
々
の
揃
物
の
主
題
を
描
き
込
む
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
も
の
の
中
に
、
三
代
歌
川
豊
国
（
初
代
国
貞
）
が
役
者
を
描
き
、
広
重

が
コ
マ
絵
の
中
に
料
理
茶
屋
や
そ
の
周
辺
の
名
所
風
景
を
描
い
た
全
五
〇
図
揃
い
の

「
東
都
高
名
会
席
尽
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
（
図
3
）。

　

以
上
の
よ
う
な
料
理
茶
屋
を
扱
っ
た
錦
絵
揃
物
の
多
く
は
、
広
重
の
「
江
戸
高
名

会
亭
尽
」
を
除
い
て
は
主
た
る
ジ
ャ
ン
ル
は
美
人
画
で
あ
り
、
あ
る
い
は
役
者
絵
で

あ
っ
た
。
コ
マ
絵
と
い
う
形
で
料
理
茶
屋
の
外
観
や
座
敷
内
部
な
ど
の
光
景
を
描
き

込
ん
で
い
る
が
、
画
面
の
狭
小
さ
か
ら
盛
り
込
め
る
視
覚
情
報
に
は
限
度
が
あ
る
。

国
貞
の
「
当
時
高
名
会
席
尽
」
や
三
代
豊
国
・
広
重
合
作
の
「
東
都
高
名
会
席
尽
」

な
ど
、
コ
マ
絵
に
よ
っ
て
は
略
筆
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
・
カ
ッ
ト
以
上
で
は
な
い
も
の

も
少
な
く
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
、
異
例
と
も
い
え
る
ほ
ど
料
理
茶
屋
に
関
す
る
視
覚
的
情
報
量
が
豊

富
な
錦
絵
揃
物
が
、
歌
川
広
重
の
描
く
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
で
あ
る
。

❷ 

広
重
の「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」の
概
要

　
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」（
図
4
）は
、天
保
四
年
頃
か
ら
刊
行
を
始
め
た
保
永
堂
版

「
東
海
道
五
拾
三
次
」
で
人
気
を
得
た
広
重
が
、
そ
の
制
作
と
相
前
後
し
な
が
ら
喜

鶴
堂
（
佐
野
屋
喜
兵
衛
）
版
「
東
都
名
所
」、
和
泉
屋
市
兵
衛
版
「
江
戸
名
所
之
内
」

な
ど
の
江
戸
名
所
の
揃
物
、
あ
る
い
は
「
近
江
八
景
之
内
」「
京
都
名
所
之
内
」
な

ど
の
諸
国
名
所
な
ど
の
揃
物
も
手
が
け
、
名
所
絵
師
と
し
て
の
評
価
を
確
固
た
る
も

の
と
し
た
後
の
、
天
保
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
時
期
の
制
作
に
な
る
。
版
元
は

広
重
の
錦
絵
揃
物
を
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
手
が
け
て
い
る
藤
岡
屋
彦
太
郎
で
あ
る
。

　

同
じ
時
期
、
広
重
は
従
来
の
江
戸
名
所
物
と
は
テ
ー
マ
設
定
の
異
な
る
揃
物
を
い

く
つ
か
手
が
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
喜
鶴
堂
版
「
東
都
名
所
」
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
江
戸
市
中
と
郊
外
の
主
要
名
所
を
ま
ん
べ
ん
な
く
取
り
上
げ
た
名
所
選
択
で
は

な
く
、
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
選
ん
だ
揃
物
で
あ
る
。
江
戸
の
大
名
屋

図３　三代歌川豊国・歌川広重「東都高名会席尽　
燕々亭」　国立国会図書館蔵
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敷
の
外
観
ば
か
り
を
描
い
た
「
江
都
勝
景
」
や
、
坂
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
東
都
名
所

坂
つ
く
し
之
内
」
で
あ
り
、
人
気
絵
師
の
地
位
を
確
立
す
る
以
前
か
ら
複
数
の
江
戸

名
所
揃
物
を
手
が
け
て
き
た
広
重
が
、
目
先
を
変
え
た
新
し
い
テ
ー
マ
開
拓
に
力
を

入
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
江
戸
の
料
理
茶
屋
と
い
う
テ
ー
マ

で
ま
と
め
た
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
も
、
そ
う
し
た
作
画
姿
勢
を
見
せ
た
も
の
の
ひ

と
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、料
理
茶
屋
と
い
う
主
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

有
名
呉
服
店
の
商
品
を
身
に
纏
う
美
女
を
描
く
歌
麿
の
「
夏
衣
裳
当
世
美
人
」
な
ど

と
同
様
に
描
か
れ
た
店
か
ら
の
入
銀
が
推
測
さ
れ
て
き
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

　
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
は
三
〇
図
で
一
揃
い
と
な
る
が
、
保
永
堂
版
「
東
海
道
五

拾
三
次
」
な
ど
の
街
道
物
と
異
な
り
、
天
保
期
の
江
戸
名
所
物
と
し
て
は
比
較
的
規

模
の
大
き
い
揃
物
で
あ
る
。
北
斎
の
「
冨
嶽
三
十
六
景
」
や
保
永
堂
版
「
東
海
道
五

拾
三
次
」
や
「
木
曾
街
道
六
十
九
次
」
な
ど
、
数
〇
枚
と
い
う
規
模
を
持
つ
天
保
期

の
揃
物
が
完
結
ま
で
に
数
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
よ
う
に
、「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」

も
一
度
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
）
6
（

。

　

そ
う
判
断
す
る
理
由
は
、
画
中
の
広
重
の
署
名
の
書
体
で
あ
る
。
三
〇
図
は
い
ず

れ
も
「
廣
重
画
」
と
署
名
し
て
い
る
が
、「
重
」
と
「
画
」
の
書
体
に
違
い
が
あ
り
、

お
よ
そ
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
署
名
の
書
体
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
版
下
の
製
作
時
期
が
前
後
す
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

　

ひ
と
つ
は
、「
重
」
の
最
後
の
二
画
を
結
ば
ず
に
斜
め
上
に
筆
を
運
ん
だ
後
に
右

下
に
引
き
下
ろ
し
、「
画
」
の
最
終
画
を
左
下
に
向
け
て
引
く
書
体
の
も
の
で
、
広

重
の
署
名
書
体
の
変
遷
の
中
で
は
お
お
よ
そ
天
保
八
、九
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
（
図
4
）。
こ
の
書
体
の
署
名
を
有
す
る
図
は
、
三
〇
図
中
で
一
八
図
数
え

ら
れ
る
。

　

残
り
の
一
二
図
は
、「
重
」
の
最
後
の
二
画
を
縦
棒
と
結
び
、「
画
」
の
最
終
画
を

右
下
に
向
か
っ
て
引
い
て
い
る
（
図
5
）。
こ
の
書
体
は
お
お
よ
そ
天
保
十
年
か
ら

十
一
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
制
作
時
期
の
異
な
る
二
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」

だ
が
、
描
か
れ
た
内
容
に
関
し
て
、
た
ん
に
制
作
時
期
が
異
な
る
以
上
の
違
い
は
無

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、も
と
も
と
三
〇
図
の
揃
物
が
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

た
ん
に
広
重
の
仕
事
の
進
捗
度
合
い
に
よ
っ
て
、
前
後
二
つ
の
制
作
時
期
に
分
か
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
別
の
事
情
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

❸
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
に
お
け
る
描
写
の
三
類
型

　

前
者
の
問
い
に
対
し
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
描
写
内
容
を
少
し
詳
し
く
見
て
み

よ
う
。「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
は
料
理
茶
屋
を
主
題
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

店
に
描
き
方
に
関
し
て
は
、
お
お
ざ
ぱ
に
見
て
三
つ
の
類
型
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ

る
。

図4　広重署名「江戸高名会亭尽　
大をんし前　注春亭」より

図５　広重署名「江戸高名会亭尽　
白山　傾城ヵ窪　万金」より
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ひ
と
つ
は
、
座
敷
や
庭
園
な
ど
、
店
の
内
部
の
情
景
の
再
現
に
ほ
ぼ
限
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
牛
嶋　

武
蔵
屋
」（
図
6
）
は
客
が
浴
衣
姿
で
寛
ぐ
座
敷

と
、
そ
こ
か
ら
池
を
擁
す
る
広
い
庭
園
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。「
武
蔵
屋
で
出

す
弁
慶
の
貸
浴
衣
」
の
川
柳
が
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
武
蔵
屋
は
風
呂
の
設
備
で
知
ら

れ
て
い
た
の
で
）
7
（

、
客
た
ち
が
一
風
呂
浴
び
た
後
な
の
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
同

じ
エ
リ
ア
に
あ
っ
た
大
七
を
描
く
「
向
島　

大
七
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
ち
ら
は
、

浴
衣
姿
で
池
の
あ
る
庭
を
散
策
す
る
人
々
の
向
こ
う
に
大
七
の
母
屋
と
離
れ
座
敷
を

描
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
川
魚
料
理
で
知
ら
れ
た
武
蔵
屋
と
大
七
だ
が
、
両
図
で
は

料
理
だ
け
で
は
な
く
、
土
地
に
余
裕
の
無
い
江
戸
の
市
街
地
と
は
異
な
り
、
敷
地
の

確
保
に
余
裕
の
あ
る
向
島
と
い
う
立
地
条
件
を
存
分
に
生
か
し
た
店
の
セ
ー
ル
ス
ポ

イ
ン
ト
を
巧
み
に
視
覚
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

後
述
す
る
見
立
番
付
な
ど
で
と
り
わ
け
大
き
く
扱
わ
れ
、
江
戸
の
料
理
茶
屋
の
大

立
物
と
い
っ
て
も
よ
い
八
百
善
を
描
く
「
山
谷　

八
百
善
」（
図
7
）
で
は
、
左
手

の
縁
側
の
向
こ
う
に
家
並
み
と
富
士
山
、
右
奥
の
窓
か
ら
日
本
堤
の
風
景
を
覗
き
見

せ
て
は
い
る
が
、
画
面
の
大
半
は
芸
者
た
ち
が
武
士
客
を
接
待
し
て
い
る
座
敷
内
部

の
光
景
を
描
い
て
い
る
。
長
押
に
は
「
文
晁
」
と
落
款
が
読
め
そ
う
な
月
に
芒
を
描

い
た
額
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
八
百
善
の
四
代
目
主
人
栗
原
善
四
郎
は
、
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）
に
『
江
戸
流
行　

料
理
通
』
と
い
う
料
理
書
を
出
版
し
、
そ
れ
に
亀

図６　歌川広重「江戸高名会亭尽　牛嶋　武蔵屋」  
国立歴史民俗博物館蔵

図７　歌川広重「江戸高名会亭尽　山谷　八百善」  
国立歴史民俗博物館蔵
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田
鵬
斎
や
大
窪
詩
仏
が
序
文
を
書
き
、
谷
文
晁
、
酒
井
抱
一
、
鍬
形
蕙
斎
、
葛
飾
北

斎
、
歌
川
国
貞
ら
第
一
級
の
絵
師
た
ち
が
挿
絵
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
額
が
、
四
代

目
主
人
栗
原
善
四
郎
と
当
時
の
文
化
人
た
ち
と
の
広
い
交
遊
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な

モ
テ
ィ
ー
フ
だ
と
い
え
る
。
庭
を
含
む
店
の
内
観
を
詳
細
に
描
い
た
こ
の
類
型
に
分

類
で
き
る
の
は
他
に
、「
大
お
ん
し
前　

田
川
屋
」
な
ど
で
、
合
計
四
図
と
な
る
。

　

第
二
の
類
型
は
、
座
敷
内
部
の
描
写
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
画
面
の
半
分

近
く
か
、
そ
れ
以
上
の
面
積
（「
山
谷　

八
百
善
」
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
）

を
開
口
部
か
ら
見
せ
る
戸
外
の
風
景
が
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
分
類
で
き
る

の
は
、
座
敷
の
手
す
り
の
向
こ
う
に
不
忍
池
の
風
景
を
大
き
く
取
り
入
れ
た
「
池
之

端　

蓬
莱
屋　

青
楼
花
見
の
休
み
」
と
「
下
谷
広
小
路　

河
内
楼
」、
上
野
の
山
と

山
下
の
家
並
み
、
遠
く
浅
草
寺
の
五
重
塔
も
望
む
「
湯
島
天
神　

松
金
屋
」、
手
す

り
の
向
こ
う
に
七
夕
飾
り
が
林
立
す
る
市
街
地
と
日
本
橋
、
江
戸
城
の
櫓
を
望
む

「
日
本
橋　

万
町
柏
木
」、
書
画
会
開
催
中
の
座
敷
の
向
こ
う
に
隅
田
川
の
川
面
と

対
岸
を
望
み
見
る
「
両
国
柳
橋　

河
内
屋
」（
図
8
）
で
、
全
部
で
五
図
に
の
ぼ
る
。

　

三
つ
め
の
類
型
は
残
り
の
二
一
図
に
な
る
が
、
い
ず
れ
も
店
を
そ
の
外
観
で
と
ら

え
る
視
点
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
、
初
日
が
昇
る
江
戸
湾

に
面
し
た
洲
崎
海
岸
の
端
に
店
の
一
部
を
覗
か
せ
る
「
洲
崎
初
日
之
出　

武
蔵
屋
」

（
図
9
）
や
、
隅
田
川
の
川
面
か
ら
山
谷
堀
と
今
と
橋
、
待
乳
山
を
望
む
風
景
の
中

央
に
店
を
配
す
る
「
今
戸
橋
之
図　

玉
庄
」
な
ど
の
よ
う
に
、
周
囲
の
風
景
の
中
に

比
較
的
小
さ
く
店
を
描
き
込
む
も
の
と
（
ち
な
み
に
、
こ
の
二
図
に
関
し
て
は
描
か

図８　歌川広重「江戸高名会亭尽　両国柳橋　河内屋」  
国立歴史民俗博物館蔵

図９　歌川広重「江戸高名会亭尽　洲崎初日之出　武蔵屋」  
シカゴ美術館蔵  The Art Institute of Chicago, Clarence 
Buckingham Collection, 1943.722
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れ
た
風
景
は
そ
れ
ぞ
れ
洲
崎
海
岸
、
今
戸
橋
と
待
乳
山
を
描
く
名
所
絵
の
定
型
構
図

で
あ
る
）、
店
の
目
印
的
な
石
灯
籠
脇
か
ら
二
階
座
敷
の
あ
る
建
物
を
正
面
に
と
ら

え
た
「
深
川
八
幡
前　

平
清
」
や
片
葉
堀
に
面
し
た
入
り
口
か
ら
店
の
外
観
を
正
面

に
望
ん
だ
「
両
国　

青
柳
」
な
ど
の
よ
う
に
、
店
の
建
物
そ
の
も
の
を
画
面
に
大
き

く
描
き
込
む
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
三
類
型
を
広
重
の
署
名
の
書
体
か
ら
前
後
す
る
制
作
時
期
に
分
け

た
二
グ
ル
ー
プ
の
中
で
考
え
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
次
の
こ
と
が
い

え
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
座
敷
内
部
や
邸
内
な
ど
、
店
の
内
部
の
み
に
ほ
ぼ
視
野
を
限
定
す
る
第
一

の
類
型
の
四
図
は
、
す
べ
て
天
保
八
、九
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
早
い
時
期
の
グ
ル
ー

プ
に
入
る
。
座
敷
の
向
こ
う
に
外
の
風
景
を
大
き
く
見
せ
る
第
二
の
類
型
は
、
天

保
八
、九
年
頃
の
グ
ル
ー
プ
一
八
図
中
に
三
図
、
天
保
十
年
か
ら
十
一
年
頃
と
考
え

ら
れ
る
後
の
グ
ル
ー
プ
に
二
図
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ
均
等
に
存
在
し
て
い
る
。
店

の
外
観
を
と
ら
え
る
第
三
の
類
型
は
前
期
グ
ル
ー
プ
に
一
一
図
、
後
期
グ
ル
ー
プ
全

一
二
図
中
に
一
〇
図
が
数
え
ら
れ
、
後
期
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
こ
の
類
型
が
占
め
る

割
合
が
き
わ
め
て
高
い
と
い
う
お
お
ま
か
な
傾
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

❹「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」の
前
後
期
二
グ
ル
ー
プ
に
描
か
れ
た
料
理

茶
屋
の
格
付
け

　

後
者
の
問
い
、
す
な
わ
ち
制
作
時
期
が
前
後
二
つ
に
分
か
れ
た
事
の
理
由
に
つ
い

て
は
、
そ
の
手
が
か
り
を
、「
八
百
善
御
料
理
献
立
」（
図
10
）
と
の
題
を
持
つ
見
立

番
付
の
中
に
探
し
て
み
た
い
。

　

見
立
番
付
は
相
撲
の
番
付
に
模
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
事
物
を
格
付
け
し

た
一
枚
刷
で
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
多
数
出
版
さ
れ
た
。「
食
」
へ

の
関
心
の
高
さ
を
反
映
し
て
江
戸
市
中
の
料
理
茶
屋
を
格
付
け
し
た
も
の
も
多
数
出

版
さ
れ
て
お
り
、「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
も
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

図10　「八百善御料理献立」　国立歴史民俗博物館蔵

　

こ
の
番
付
に
は
欄
外
右
下
に
「
東
都　

馬
喰
町
三
丁
目　

泉
永
堂
再
梓
」
と
刷
ら

れ
て
い
る
。「
再
梓
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
先
行
す
る
版
が
あ
る
こ
と
が
想

定
で
き
る
が
、
筆
者
は
い
ま
だ
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
本
図
と

同
じ
版
の
一
部
を
彫
り
変
え
た
後
版
が
存
在
し
て
お
り
）
8
（

、
そ
ち
ら
は
「
八
百
善
御
料

理
献
立
」
の
表
題
が
無
く
な
り
、
代
わ
り
に
張
り
出
し
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、「
糀

町
平
川　

三
清
、
小
梅　

小
倉
庵
、
川
口
町　

魚
半
」
な
ど
の
料
理
茶
屋
名
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
欄
外
の
「
泉
永
堂
」
の
部
分
も
「
吉
田
屋
小
吉
」
と
な
っ
て
い
る
。

馬
喰
町
三
丁
目
の
吉
田
屋
小
吉
は
、
瓦
版
の
出
版
が
多
い
版
元
だ
と
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

こ
の
二
版
の
版
元
の
表
記
だ
け
を
見
れ
ば
、
前
者
が
「
再
梓
」
と
あ
り
、
後
者
は
そ

う
表
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
後
者
の
ほ
う
が
先
に
出
て
、
前
者
が
後
の
版
で

あ
る
か
の
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
版
の
先
後
は
そ
の
逆
で

あ
る
。
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「
吉
田
屋
小
吉
」
と
あ
る
版
で
は
、
中
央
の
柱
の
上
段
右
の
「
草
加
屋
」
や
同
三

段
目
中
央
の
「
梅
松
」、
あ
る
い
は
東
之
方
上
段
右
か
ら
五
番
目
の
「
柳
屋
」
や
同

二
段
目
右
か
ら
四
番
目
の
「
蓬
莱
屋
」
な
ど
、
数
箇
所
の
料
理
茶
屋
名
の
字
体
が
そ

れ
ぞ
れ
の
周
囲
の
も
の
よ
り
も
太
く
、
ま
た
概
し
て
墨
付
き
も
濃
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、「
泉
永
堂
再
梓
」
と
あ
る
版
の
ほ
う
は
墨
付
き
や
文
字
の
太
さ
の
む
ら
な
ど
の

不
自
然
な
箇
所
は
見
い
だ
せ
な
い
。つ
ま
り
、「
吉
田
屋
小
吉
」と
あ
る
版
の
ほ
う
が
、

一
部
を
改
刻
し
た
後
版
な
の
で
あ
る
。

  

版
元
と
し
て
は
料
理
茶
屋
の
廃
業
や
新
た
な
開
業
な
ど
の
変
化
を
盛
り
込
ん
で
、

で
き
る
だ
け
最
新
の
情
報
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

  

で
は
、
改
刻
前
の
版
が
彫
ら
れ
た
の
は
い
つ
だ
ろ
う
か
。
東
之
方
上
段
右
か
ら
六

番
目
に
「
深
八
幡
地
内　

伊
勢
屋
」、
西
之
方
上
段
右
か
ら
六
番
目
に
「
深
八
幡
地

内　

松
本
」
の
名
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
店
は
併
せ
て
「
二
軒
茶
屋
」
の
名
で
広

く
知
ら
れ
て
い
た
富
岡
八
幡
境
内
の
松
本
と
伊
勢
屋
と
い
う
老
舗
の
料
理
茶
屋
で
あ

る
。
伊
勢
屋
と
松
本
は
天
保
の
改
革
の
お
り
の
奢
侈
禁
止
令
の
あ
お
り
で
廃
業
し
て

い
る
の
で
（
う
ち
、
松
本
は
そ
の
後
、
営
業
を
再
開
す
る
）
10
（

）、
遅
く
と
も
天
保
一
三

年
以
前
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
見
立
番
付
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
の
開
版
時
期
の
上
限
は
い
つ
だ
ろ
う

か
。
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
る
の
が
、
番
付
東
之
方
の
大
関
の
地
位
に
あ
る
深
川
土
橋
の

平
清
こ
と
平
野
屋
清
兵
衛
で
あ
る
。
鯛
な
ど
を
塩
味
で
仕
立
て
た
吸
い
物
「
潮
汁
」

で
と
く
に
知
ら
れ
た
名
店
で
、
川
柳
な
ど
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
創
業
は
意
外
に

新
し
く
、『
守
貞
謾
稿
』
に
「
深
川
八
幡
前
平
清
、
こ
れ
（
八
百
善
の
こ
と
）
に
次

ぐ
。
し
か
も
文
化
比
よ
り
の
店
な
り
」、『
寛
天
見
聞
記
』
に
「
深
川
土
橋
に
平
清
、

大
音
寺
前
に
田
川
屋
、
是
等
は
文
化
の
頃
よ
り
流
行
せ
し
料
理
屋
也
」
と
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
創
業
、
も
し
く
は
流
行
り
始
め
た
の
は
文
化
年
間
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文

政
一
二
年
序
の
塵
哉
翁
の
随
筆
『
巷
街
贅
説
』
巻
之
三
に
「
酒
楼
平
清
此
頃
流
行
す
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
店
の
評
価
が
高
く
な
っ
た
の
は
さ
ら
に
後
の
こ
と
と
も
考
え
ら

れ
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
お
お
よ

そ
天
保
年
間
の
こ
と
と
な
り
、
幕
末
以
後
の
作
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
の
種
の

料
理
茶
屋
の
見
立
番
付
の
中
で
は
比
較
的
早
期
の
も
の
で
、
か
つ
広
重
の
「
江
戸
高

名
会
亭
尽
」
に
近
く
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
店
を
比
較
す
る
資
料
と
し
て
適
し
た
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
見
立
番
付
の
版
元
の
吉
田
屋
の
馬
喰
町
三
丁
目
と
い
う
立
地
に

注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
は
旅
人
宿
が
密
集
す
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
当
た

る
。
商
用
や
訴
訟
で
江
戸
に
出
て
き
た
人
々
で
賑
わ
う
様
子
は
、
川
柳
な
ど
に
も
繰

り
返
し
詠
ま
れ
て
い
る
。
広
重
の
江
戸
名
所
絵
を
出
版
し
た
版
元
は
、
周
囲
に
藩
邸

が
数
多
く
あ
り
、
勤
番
武
士
な
ど
地
方
出
身
者
で
賑
わ
う
芝
神
明
前
に
位
置
す
る
も

の
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
彼
ら
が
国
元
へ
帰
る
折
に
土
産

と
し
て
江
戸
名
所
絵
を
購
入
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
の
商
品
開
発
が
さ
れ
て
い
た
わ

け
だ
が
、
馬
喰
町
の
吉
田
屋
が
料
理
茶
屋
の
番
付
を
開
版
し
た
理
由
は
、
江
戸
に
し

ば
ら
く
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
旅
人
が
、
仕
事
や
訴
訟
の
合
間
に
江
戸
で
知
ら
れ

た
料
理
茶
屋
に
足
を
運
ぼ
う
と
考
え
た
際
の
情
報
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
筆
者
は
中
山
道
で
本
陣
を
勤
め
た

旅
籠
屋
伝
来
の
資
料
の
中
に
こ
の
種
の
江
戸
の
料
理
茶
屋
の
番
付
を
見
た
こ
と
が
あ

る
。
現
地
に
お
い
て
は
何
の
用
を
足
す
も
の
で
も
な
く
、
同
地
の
人
が
江
戸
に
出
て

き
た
折
り
に
料
理
茶
屋
巡
り
の
た
め
に
購
入
し
た
も
の
が
、
そ
の
役
目
を
果
た
し
た

後
で
郷
里
に
持
ち
帰
ら
れ
た
も
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。

  

見
立
番
付
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
に
関
す
る
検
討
に
い
さ
さ
か
紙
数
を
費
や
し

た
が
、「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
に
も
ど
っ
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
三
〇
の
店
が

「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
の
中
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
。

  

ま
ず
、
天
保
八
、九
年
頃
の
前
期
グ
ル
ー
プ
一
八
図
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
で
き
る
も
の
で
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
に
記
載
の
あ
る
も
の
は
、
番
付

中
央
柱
の
「
行
司
」
に
万
八
、
河
内
屋
の
二
店
、
中
央
下
に
ひ
と
き
わ
大
き
く
「
勧

進
元
」
と
し
て
八
百
善
が
記
さ
れ
て
い
る
。
八
百
善
が
こ
の
位
置
に
あ
る
の
は
、

「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
の
表
題
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
。
ラ
ン
キ
ン
グ
の
ほ
う
に
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目
を
転
じ
れ
ば
、
大
関
、
関
脇
、
小
結
ら
が
置
か
れ
る
最
上
段
に
、
平
清
、
田
川
屋
、

大
七
、
植
木
屋
、
玉
屋
、
伊
勢
屋
、
西
之
方
最
上
段
に
扇
屋
、
武
蔵
屋
、
松
金
屋
、

松
本
、青
柳
の
一
一
店
。
た
だ
し
、伊
勢
屋
と
松
本
で
富
岡
八
幡
境
内
の「
二
軒
茶
屋
」

と
な
り
、「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
で
は
一
図
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
枚
数
と
し

て
は
一
〇
枚
に
な
る
。
前
頭
か
ら
な
る
二
段
目
以
下
に
は
前
期
グ
ル
ー
プ
の
店
は
ほ

と
ん
ど
記
載
さ
れ
ず
、
唯
一
、
西
之
方
三
段
目
に
玉
庄
を
見
い
だ
す
の
み
で
あ
る
。

　

で
は
、
天
保
十
年
か
ら
十
一
年
頃
の
制
作
に
な
る
後
期
グ
ル
ー
プ
一
二
図
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
中
央
柱
の
「
行
司
」
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
大
の
し
の
一
店
の
み
で

あ
る
。
ラ
ン
キ
ン
グ
に
相
当
す
る
部
分
で
は
、
東
之
方
最
上
段
の
末
席
「
前
頭
」
に

平
岩
、
西
之
方
最
上
段
の
「
前
頭
」
五
枚
目
に
車
屋
の
二
店
を
見
い
だ
す
。
最
上
段

と
は
い
え
、「
大
関
」「
関
脇
」「
小
結
」
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
下
の
段
に
目
を
や
る
と
、

東
之
方
二
段
目
に
梅
川
、
東
之
方
四
段
目
に
播
磨
屋
、
西
之
方
四
段
目
に
亀
屋
、
東

之
方
五
段
目
（
最
下
段
）
に
茗
荷
屋
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

  

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
な
ら
、
前
期
グ
ル
ー
プ
一
八
図
の
う
ち
、
こ
の
見
立
番
付
に

記
載
さ
れ
る
も
の
は
一
四
図
（
一
五
店
）
で
七
八
％
、し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
「
勧

進
元
」
や
「
行
司
」
と
い
っ
た
中
央
柱
か
、
ラ
ン
キ
ン
グ
部
分
の
最
上
段
に
位
置
し

て
い
る
。
一
方
、
後
期
グ
ル
ー
プ
全
一
二
図
の
う
ち
、
見
立
番
付
に
名
の
見
い
だ
せ

る
の
は
七
図
で
五
八
％
、
し
か
も
上
位
に
位
置
す
る
も
の
と
下
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ

れ
る
物
と
の
数
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
前
期
グ
ル
ー
プ
の

ほ
う
が
こ
の
見
立
番
付
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
比
率
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
圧
倒

的
に
上
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

❺「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」か
ら
得
ら
れ
る
位
置
情
報

  

と
こ
ろ
で
、
江
戸
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
多
数
出
版
さ
れ
た
料
理
茶
屋
の
見
立

番
付
に
は
、
店
の
名
前
の
上
に
「
深
川
」「
両
国
」「
柳
橋
」「
池
の
端
」
な
ど
の
地

名
が
添
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
詳
細
な
位
置
情
報
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
刊
行
の
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
は
多
数
の
料
理
茶
屋
が

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、た
と
え
ば
八
百
屋
善
四
郎
（
八
百
善
）
が
「
新
鳥
越
二
丁
目
」、

駐
春
亭
が
「
下
谷
大
恩
寺
前
」
な
ど
と
や
や
詳
し
く
記
さ
れ
る
が
、
河
内
屋
半
次

郎
（
河
半
）
や
万
屋
八
郎
兵
衛
（
万
八
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
「
両
国
柳
橋
」
と
記
さ

れ
る
の
み
で
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
店
の
立
地
を
視
覚
情
報
と
し
て
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

  

そ
う
し
た
料
理
茶
屋
の
位
置
情
報
を
提
供
し
て
い
る
錦
絵
の
一
例
と
し
て
、
安
政

六
年
（
一
八
五
九
）
の
改
印
を
持
つ
歌
川
貞
秀
の
三
枚
続
「
東
都
両
国
ば
し
夏
景
色
」

（
図
11
）
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
図
は
名
所
を
含
む
広
い
範
囲
を
一
望
の
下
に
と

ら
え
た
鳥
瞰
図
（
当
時
は
「
一
覧
図
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
）
を
得
意
と
し
た

貞
秀
ら
し
く
、
花
火
が
打
ち
上
が
り
無
数
の
夕
涼
み
客
で
ご
っ
た
が
え
す
両
国
一
帯

を
、
隅
田
川
の
西
岸
上
空
か
ら
東
岸
に
向
か
っ
て
見
下
ろ
し
て
い
る
。
画
面
中
央
に

両
国
橋
を
短
縮
法
を
用
い
て
描
き
、
ま
る
で
魚
眼
レ
ン
ズ
で
見
て
い
る
か
の
よ
う
に

隅
田
川
の
流
れ
を
大
き
く
湾
曲
さ
せ
た
大
胆
な
構
図
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
図
が
た
ん
に
新
奇
な
視
覚
で
見
る
者
を
驚
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
画
面
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
赤
い
短
冊
形
の
中
に
、「
大
は

し
」「
万
ね
ん
は
し
」「
御
舟
蔵
」「
一
つ
め
」「
浅
草
く
わ
ん
の
ん
」
な
ど
の
場
所
や

名
所
の
名
前
、
あ
る
い
は
「
講
し
や
く
ば
」「
は
な
し
」「
義
太
夫
」
な
ど
の
寄
席
の

あ
る
場
所
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
国
一
帯
の
名
所

や
遊
興
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
た
、
一
種
の
名
所
案
内
図
な
の
で

あ
る
。
大
胆
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
鳥
瞰
図
の
中
に
名
所
の
地
名
を
詳
細
に
描
き
込
ん

だ
吉
田
初
三
郎
の
名
所
案
内
図
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
隅
田
川
の
流
れ
を
現
実
と
は
違
う
か
た
ち
で
大
き
く
湾
曲
さ
せ
た
の
も
、
限
ら

れ
た
画
面
の
中
に
両
国
橋
を
中
心
と
し
た
隅
田
川
の
上
・
下
流
の
広
い
範
囲
を
収
め

込
む
こ
と
が
主
た
る
目
的
だ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

  

そ
し
て
、
こ
の
図
中
の
無
数
の
赤
い
短
冊
形
の
中
に
、
料
理
茶
屋
の
名
前
も
多
数

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
、
す
で
に
小
山
周
子
が
注
目
し
て
い
る
）
12
（

。
小
山
は
隅
田
川
沿
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い
に
立
つ
料
理
茶
屋
の
豪
奢
な
建
物
に
対
し
、
人
々
の
関
心
が
あ
る
程
度
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
と
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
名
所
や
興
行
の
位
置
情
報
も
多
数
書
き
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
エ
リ
ア
の
著
名
な
料
理
茶
屋
の
お
お
よ
そ
の
所

在
場
所
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

書
き
込
ま
れ
た
料
理
茶
屋
の
名
前
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
図
で
は
対
岸
に
当

た
る
東
両
国
方
面
で
は
「
柏
や
」「
中
村
や
」「
青
柳
楼
」
が
見
い
だ
せ
、
画
面
左
手

前
の
西
岸
、
す
な
わ
ち
柳
橋
界
隈
の
岸
に
、「
大
橋
庵
」「
こ
ゑ
や
」「
河
半
」「
亀
清
」

「
柳
や
」「
梅
川
」「
万
八
」
の
名
前
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
料
理

茶
屋
を
テ
ー
マ
と
し
た
見
立
番
付
に
よ
く
名
前
の
出
て
く
る
有
名
店
で
あ
る
。
中
で

も
有
名
な
梅
川
に
関
し
て
は
、
他
店
よ
り
も
心
持
ち
短
冊
を
大
き
く
し
、
か
つ
二
階

座
敷
が
わ
か
る
よ
う
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
（
図
12
）。
な
お
、
こ
の
描
き
方
だ
と

こ
の
店
が
隅
田
川
に
面
し
て
立
地
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
。
書
画
会
の
メ
ッ
カ
と
し
て
も
知
ら
れ
る
万
八
楼
で

図11　歌川貞秀「東都両国ばし夏景色」　国立国会図書館蔵

図12　同部分
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図13　歌川広重「江戸高名会亭尽　浅草雷門前　かめや」  
メトロポリタン美術館蔵

は
、
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽　

柳
ば
し
夜
景　

万
八
」
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
隅
田
川
に
張
り
出
し
た
岸
に
立
つ
店
の
構
え
が
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。

  
貞
秀
が
こ
の
三
枚
続
を
描
く
に
あ
た
り
、
視
座
を
隅
田
川
西
岸
上
空
に
設
定
し
た

の
は
、
広
重
ら
の
先
行
す
る
江
戸
名
所
絵
で
も
し
ば
し
ば
こ
の
地
点
か
ら
両
国
橋
を

望
む
構
図
は
設
定
さ
れ
て
い
る
、い
わ
ば
定
番
の
視
座
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

い
ま
ひ
と
つ
は
、
こ
の
視
座
か
ら
俯
瞰
す
れ
ば
、
著
名
な
料
理
茶
屋
が
密
集
す
る
柳

橋
エ
リ
ア
を
眼
下
に
大
き
く
、
す
な
わ
ち
詳
細
に
描
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も

主
た
る
理
由
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
料
理
茶
屋
の
位
置
情
報
を
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
は
鑑

賞
者
に
対
し
て
果
た
し
て
提
供
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

な
ん
ら
か
の
形
で
料
理
茶
屋
を
テ
ー
マ
と
し
た
錦
絵
揃
物
、
た
と
え
ば
国
貞
の
「
当

時
高
名
会
席
尽
」
や
三
代
豊
国
（
国
貞
）
と
広
重
の
合
作
で
あ
る
「
東
都
高
名
会

席
尽
」、
あ
る
い
は
溪
斎
英
泉
の
「
当
世
会
席
尽
」
な
ど
と
比
べ
る
と
、
広
重
の
「
江

戸
高
名
会
亭
尽
」
は
、
は
る
か
に
具
体
的
な
店
の
立
地
状
況
を
示
す
図
が
多
数
見
い

だ
さ
れ
る
。
国
貞
の
「
当
時
高
名
会
席
尽
」
は
コ
マ
絵
に
店
の
景
観
を
描
き
込
む
が
、

多
く
の
場
合
、
店
の
建
物
の
外
観
や
内
部
、
あ
る
い
は
庭
園
に
視
野
が
限
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
は
三
代
豊
国
と
広
重
の
合
作
「
東
都
高
名
会
席
尽
」
に
も
ほ
ぼ
当

て
は
ま
る
。
英
泉
の
「
当
世
会
席
尽
」
に
い
た
っ
て
は
、
コ
マ
絵
に
描
か
れ
る
の
は

銅
版
画
を
模
し
た
江
戸
の
名
所
風
景
で
あ
り
、
そ
の
風
景
の
中
に
題
名
に
記
し
た
料

理
茶
屋
が
描
か
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
ど
の
建
物
が
そ
れ
に
該

当
す
る
の
か
判
別
が
難
し
い
。

　

一
方
、
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
の
中
に
は
、
店
の
位
置
す
る
場
所
を
容
易

に
特
定
で
き
る
図
を
多
数
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て

み
る
と
、
ま
ず
「
浅
草
雷
門
前　

か
め
や
」（
図
13
）
で
は
、
画
面
左
方
に
浅
草
寺

の
風
雷
神
門
か
ら
参
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
通
し
、
そ
の
右
手
前
に
「
か
め
や
」
の
文

字
と
万
年
亀
の
絵
を
染
め
た
暖
簾
が
懸
か
る
二
階
造
り
の
店
の
外
観
が
描
か
れ
て
い
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図14　歌川広重「江戸高名会亭尽　新吉原衣紋坂日本堤　播磨屋」
メトロポリタン美術館蔵

図15  歌川広重「江戸高名会亭尽　日本橋　万町柏木」　
国立歴史民俗博物館蔵
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る
。
亀
屋
が
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
、
誰
に
と
っ
て
も
一
目
瞭
然
の
構
図
で
あ
る
。

　
「
新
吉
原
衣
紋
坂
日
本
堤　

播
磨
屋
」（
図
14
）
も
同
様
で
あ
る
。
画
面
右
遠
景
か

ら
延
び
て
く
る
日
本
堤
が
画
面
中
ほ
ど
の
見
返
り
柳
に
至
り
、
そ
こ
で
衣
紋
坂
に
接

続
し
て
画
面
手
前
へ
と
下
っ
て
く
る
。
そ
の
脇
に
「
酒
肴
」「
は
り
ま
や
」
の
看
板

を
出
す
店
が
描
か
れ
て
い
る
。
播
磨
屋
は
吉
原
の
大
門
を
出
て
坂
を
ほ
ぼ
登
り
詰
め

た
右
側
に
あ
る
こ
と
が
、
一
度
で
も
吉
原
に
来
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
す
ぐ
に

頭
に
浮
か
ん
で
き
た
だ
ろ
う
。

　
「
日
本
橋　

万
町
柏
木
」（
図
15
）
で
は
、
提
琴
、
洋
琴
、
月
琴
の
演
奏
を
し
ば
し

休
ん
で
い
る
風
情
の
女
た
ち
の
向
こ
う
に
日
本
橋
が
見
え
、
さ
ら
に
そ
の
遠
景
に
江

戸
城
の
櫓
が
見
え
る
。
こ
の
位
置
関
係
か
ら
、
柏
木
が
日
本
橋
の
南
の
袂
を
東
に
折

れ
た
道
に
面
し
て
い
る
こ
と
が
簡
単
に
導
き
出
せ
る
。
事
実
、
題
名
に
示
す
万
町
は

日
本
橋
南
袂
を
下
り
二
本
目
の
東
に
向
か
う
通
り
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
く
と

も
、
描
か
れ
た
風
景
か
ら
店
の
近
く
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
店
の
周
囲
の
風
景
を
具
体
的
か
つ
正
確
に
描
く
こ
と
で
、
店
の
位
置
す

る
場
所
を
特
定
で
き
る
も
の
と
し
て
「
芝
神
明
社
内　

車
屋
」「
亀
戸
裏
門　

玉
屋
」

「
柳
嶋
之
図　

橋
本
」「
洲
崎
初
日
之
出　

武
蔵
屋
」「
下
谷
広
小
路　

河
内
楼
」「
池

之
端　

蓬
莱
屋　

青
楼
花
見
の
休
み
」「
今
戸
橋
之
図　

玉
庄
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
先
の
三
例
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
図
に
描
か
れ
た
風
景
が
い
ず
れ
も
江

戸
の
名
所
で
あ
り
（
た
と
え
ば
、
浅
草
観
音
、
新
吉
原
、
日
本
橋
、
柳
嶋
妙
見
、
洲

崎
海
岸
、
不
忍
池
、
今
戸
橋
と
待
乳
山
な
ど
）、
浮
世
絵
の
名
所
絵
に
し
ば
し
ば
描

か
れ
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
も
馴
染
み
の
あ
る
景
観
で
あ
っ
た
。
著
名
な
名
所
の

景
観
は
繰
り
返
し
錦
絵
な
ど
の
名
所
絵
に
描
か
れ
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
観
が

人
々
の
視
覚
記
憶
の
中
に
定
着
し
定
型
化
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
）
13
（

、
広
重
は
そ

う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
固
ま
っ
た
名
所
風
景
の
中
に
個
々
の
料
理
茶
屋
の
外
観
を
巧
み

に
織
り
込
む
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
の
位
置
を
鑑
賞
者
に
具
体
的
に
提
示
し
得
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
柳
橋
付
近
の
料
理
茶
屋
を
描
い
た
諸
図
に
お
い
て
、
よ
り

見
事
な
か
た
ち
で
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
。「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
全
三
〇
図
の
中
で
、

柳
橋
付
近
に
位
置
す
る
店
は
「
柳
ば
し
夜
景　

万
八
」（
図
16
）、「
両
国
柳
橋　

大

の
し
」（
図
4
）、「
両
国
柳
ば
し　

梅
川
」（
図
17
）、「
両
国
柳
橋　

河
内
屋
」（
図

8
）
の
四
図
に
も
の
ぼ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
向
島
の
三
件
で
あ
り
、
各
種
の
見
立

番
付
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
リ
ア
に
お
け
る
著
名
店
の
数
の
多

さ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
両
国
柳
橋　

河
内
屋
」
や
「
両
国
柳

橋　

大
の
し
」
の
図
中
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
柳
橋
付
近
の
店
は
酒
や
料
理
の

提
供
以
外
に
書
画
会
の
貸
座
敷
と
し
て
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
と

り
わ
け
知
名
度
が
高
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
隅
田
川
に
面
し
た
立
地
で
眺
望
に
秀

で
て
い
た
た
め
、
名
所
絵
の
題
材
に
も
取
り
上
げ
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
理
由
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
柳
橋
の
四
件
の
内
、「
柳
ば
し
夜
景　

万
八
」「
両
国
柳
橋　

大
の
し
」「
両

国
柳
ば
し　

梅
川
」
の
三
軒
に
は
画
中
に
柳
橋
そ
の
も
の
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

「
柳
ば
し
夜
景　

万
八
」
は
橋
の
先
に
万
八
楼
を
望
み
、
そ
の
向
こ
う
に
隅
田
川
の

川
面
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
店
は
橋
の
北
袂
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、

「
両
国
柳
橋　

大
の
し
」
は
隅
田
川
の
川
面
に
浮
か
ぶ
舟
の
上
か
ら
の
視
点
で
、
二

階
座
敷
で
書
画
会
が
た
け
な
わ
の
店
を
や
や
距
離
を
と
っ
て
望
ん
で
い
る
。
そ
の
右

奥
に
柳
橋
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
店
は
柳
橋
の
南
袂
に
位
置
し
、
か
つ
隅

田
川
に
面
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
両
国
柳
ば
し　

梅
川
」
で
は
、
柳

橋
の
一
部
が
画
面
右
隅
に
描
か
れ
、
そ
の
背
後
に
神
田
川
が
伸
び
て
い
る
。
店
の
入

り
口
は
橋
か
ら
伸
び
る
道
に
面
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
と
な
る
と
、
こ
の
道
を
挟
ん

で
大
の
し
と
ほ
ぼ
向
か
い
合
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
梅
川
の
た
た
ず
ま
い

は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
刊
の
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
美
画
の
黄
表
紙
『
奇
事

中
洲
話
』
の
最
終
丁
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
）
14
（

、
広
重
の

「
両
国
柳
ば
し　

梅
川
」
同
様
、
柳
橋
の
袂
で
玄
関
が
道
に
面
し
た
店
構
え
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
前
述
し
た
貞
秀
の
三
枚
続
「
東
都
両
国
ば
し
夏
景
色
」
に
お
い
て
、
梅

川
が
隅
田
川
に
面
し
て
建
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
事
実
で
は
無
い
こ
と
に
な
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図16　歌川広重「江戸高名会亭尽　柳ばし夜景　万八」

る
。
お
そ
ら
く
、
梅
川
側
か
ら
の
多
少
の
入
銀
（
資
金
提
供
に
よ
る
開
版
）
が
あ
っ

て
、
近
隣
の
他
店
よ
り
も
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に
描
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
中
の
三
図
に
描
か
れ
た
柳
橋

と
隅
田
川
、
あ
る
い
は
神
田
川
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
橋
を
中
心
に
建
つ
こ
の
三
軒

の
料
理
茶
屋
の
位
置
関
係
が
か
な
り
明
瞭
に
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
（
図
18
）。

　

ち
な
み
に
、
四
図
の
中
で
唯
一
、
柳
橋
が
描
か
れ
て
い
な
い
「
両
国
柳
橋　

河
内

屋
」
に
関
し
て
は
、
描
か
れ
た
景
観
か
ら
だ
け
だ
と
隅
田
川
に
面
し
て
建
つ
こ
と
以

外
に
は
詳
し
い
情
報
を
得
ら
れ
な
い
が
、
貞
秀
の
「
東
都
両
国
ば
し
夏
景
色
」
に
記

さ
れ
た
店
の
順
番
は
梅
川
よ
り
も
右
で
あ
る
の
で
、
梅
川
と
向
か
い
合
う
大
の
し
よ

り
も
南
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図17　歌川広重「江戸高名会亭尽　両国柳ばし　梅川」  
メトロポリタン美術館蔵

図18　柳橋界隈の料理茶屋分布略図
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ま
と
め

　

以
上
、
前
章
ま
で
に
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
の
中
の
相
当
数
の
図
が
、
そ

の
描
写
か
ら
店
の
位
置
情
報
を
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
ま
た
広
重

の
他
に
も
貞
秀
の
三
枚
続
「
東
都
両
国
ば
し
夏
景
色
」
の
よ
う
に
、
複
数
の
料
理
茶

屋
の
位
置
情
報
を
画
面
の
一
部
に
詳
し
く
描
き
込
ん
だ
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど

が
明
ら
か
に
で
き
た
。
顧
客
を
呼
び
込
む
た
め
に
店
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
示
す
情

報
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
視
覚
的
に
提
示
で
き
る
錦
絵
は
格
好
の
宣
伝
媒
体
の
役

割
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

  

こ
の
こ
と
と
、
第
三
、
第
四
章
で
明
ら
か
に
し
た
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」

三
〇
図
の
制
作
時
期
の
違
い
と
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
対
応
し
た
描
写
内
容
の
違
い
、
さ
ら

に
店
の
格
付
け
の
違
い
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
ど
う
い
っ
た
仮
説
が
導
か
れ
る
で
あ

ろ
う
。
前
期
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
後
期
グ
ル
ー
プ
に
、
周
囲
の
名
所
景
観
も
含
ん
だ
店

の
外
観
を
と
ら
え
た
図
が
多
い
と
い
う
こ
と
と
、
見
立
番
付
の
ラ
ン
キ
ン
グ
か
ら
す

る
と
、
後
期
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
格
付
け
の
低
い
店
が
多
く
、
ま
た
そ
も
そ
も
掲
載

さ
え
さ
れ
て
い
な
い
店
が
多
い
と
い
う
点
の
解
釈
で
あ
る
。

　

筆
者
の
提
示
す
る
仮
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
は
天
保
八
、九
年
頃
に
、
番
付
な
ど
で
も
ト
ッ
プ

に
ラ
ン
ク
さ
れ
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
有
名
店
を
中
心
に
描
き
始
め
ら
れ
、

一
二
図
ま
で
が
出
版
さ
れ
た
。
当
然
、
描
か
れ
た
店
か
ら
は
何
ら
か
の
資
金
提
供

が
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
誰
し
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
店
を
中
心
に
描
い
て
い
る
の

で
、
版
元
の
藤
岡
屋
と
し
て
は
錦
絵
と
し
て
の
売
れ
行
き
も
十
分
期
待
で
き
た
で
あ

ろ
う
。
こ
の
揃
物
の
今
日
の
残
存
度
か
ら
す
る
と
、
こ
の
企
画
は
そ
れ
な
り
に
好
評

だ
っ
た
と
思
わ
れ
、そ
れ
ま
で
に
こ
の
種
の
錦
絵
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

店
の
宣
伝
効
果
の
上
で
も
一
定
の
注
目
を
集
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
意
を
強
く
し
た
版
元
の
藤
岡
屋
は
、
準
一
流
あ
る
い
は
新
興
の
料
理

茶
屋
に
入
銀
を
働
き
か
け
、
そ
れ
に
応
じ
た
店
の
風
景
が
広
重
に
よ
っ
て
描
か
れ

た
。
こ
う
し
て
で
き
た
の
が
、
後
期
グ
ル
ー
プ
の
一
八
図
で
あ
る
。
後
期
グ
ル
ー
プ

の
店
は
、
前
期
グ
ル
ー
プ
の
店
に
比
べ
る
と
馴
染
み
が
薄
く
、
店
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
も
知
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
前
期
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
位
置
情
報
の

よ
り
読
み
取
り
や
す
い
店
の
外
観
と
周
囲
の
風
景
の
描
写
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

い
さ
さ
か
強
引
な
論
の
立
て
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
仮
説
す
る
こ
と
で
前
後

の
グ
ル
ー
プ
の
描
写
や
取
り
上
げ
た
店
の
格
の
差
な
ど
を
、
ほ
ぼ
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
推
測
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
料
理
茶
屋
を
主
題
と
し
た
広
重
の

錦
絵
揃
物
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
の
成
立
に
、
描
か
れ
た
店
か
ら
の
入
銀
の
可
能
性

を
考
え
る
上
で
、
ひ
と
つ
の
材
料
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
料
理
茶

屋
を
扱
っ
た
広
重
や
貞
秀
の
は
、
簡
素
な
引
札
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
店
の
位
置
情
報

や
立
地
環
境
な
ど
を
視
覚
的
に
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
示
し
得
た
と
思

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
料
理
茶
屋
は
入
銀
を
い
と
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
老
舗
や

新
興
、
数
多
く
の
店
が
し
の
ぎ
を
削
る
江
戸
末
期
に
お
い
て
は
、
料
理
だ
け
で
な

く
、
数
寄
を
凝
ら
し
た
庭
や
、
湯
殿
な
ど
の
充
実
し
た
設
備
、
あ
る
い
は
座
敷
か
ら

の
眺
望
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
も
っ
て
客
を
呼
び
込
む
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
応
え
う
る
メ
デ
ィ
ア
が
広
重
ら
の
名
所
絵

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
幕
末
の
料
理
茶
屋
の
引
札
を
、『
懐
溜
諸
屑
』

か
ら
一
点
紹
介
し
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
れ
は
浅
草
田
中
元
吉
町
の
常
盤
屋
ふ
み
の
引
札
で
、
こ
の
種
の
料
理
茶
屋

の
引
札
の
中
で
は
例
外
的
に
、
き
わ
め
て
絵
画
性
が
豊
か
で
あ
る
（
図
19
）。
縦

一
九
・
二
、
横
二
五
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
引
札
と
し
て
は
比
較
的
大
き
な

紙
面
に
、「
御
料
理
」
と
題
し
て
藍
と
草
色
を
用
い
た
色
摺
り
で
店
の
外
観
を
と
ら

え
て
い
る
。
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「
浅
草
田
中
」
の
立
地
が
示
す
よ
う
に
、
店
は
田
圃
の
畦
道
を
通
っ
た
と
こ
ろ
に

位
置
し
て
い
る
。
敷
地
内
は
樹
木
豊
か
で
あ
り
、
広
い
庭
を
囲
む
よ
う
に
二
階
造
り

の
「
座
敷
」
や
「
東
屋
」「
風
呂
屋
」「
小
座
敷
」
な
ど
の
建
物
が
建
っ
て
い
る
。
敷

地
の
一
隅
に
経
営
者
の
家
族
が
生
活
す
る
「
住
居
」
棟
、そ
れ
に
調
理
の
た
め
の
「
料

理
場
」
が
隣
接
し
、
そ
の
脇
に
「
燕
々
亭
入
口
」
と
書
か
れ
た
門
が
見
い
だ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
燕
々
亭
が
店
の
名
前
で
あ
る
。

　

料
理
茶
屋
の
店
の
全
体
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
八
百
善
の
四
代
目
主
人
栗
山

善
四
郎
が
著
し
た
文
政
五
年
刊
の
『
料
理
通
』
の
口
絵
「
八
百
善
亭
」
に
描
き
出
さ

れ
た
、
庭
を
囲
ん
で
二
階
造
り
の
母
屋
や
離
れ
が
建
っ
て
い
る
光
景
や
、
七
枚
揃
い

の
立
版
古
（
組
み
上
げ
絵
）
で
、紙
か
ら
パ
ー
ツ
を
切
り
抜
い
て
組
み
立
て
れ
ば
、『
料

理
通
』
の
「
八
百
善
亭
」
に
描
か
れ
た
店
の
構
え
が
立
体
的
に
再
現
さ
れ
る
も
の
が

有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
百
善
以
外
の
料
理
茶
屋
で
こ
う
し
た
店
の
全
体
の
た
た

ず
ま
い
が
わ
か
る
も
の
は
稀
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
常
盤
屋
の
引
札
が
提
供
す

る
画
像
情
報
は
貴
重
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
常
盤
屋
は
こ
れ
だ
け
立
派
な
造
り
を
も
つ
料
理
茶
屋
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
料
理
茶
屋
を
扱
っ
た
見
立
番
付
の
類
に
そ
の
名
前
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
後
述
す
る
文
政
か
ら
嘉
永
頃
ま
で
に
出
板
さ
れ
た
料
理
茶
屋
を
テ
ー

マ
に
し
た
錦
絵
揃
物
で
は
、
唯
一
、
三
代
豊
国
と
広
重
の
合
作
で
あ
る
嘉
永
六
年
の

「
東
都
高
名
会
席
尽　

燕
々
亭
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
を
見
い
出
す
の
み
で
あ
る
（
図

3
）。
天
保
以
前
の
錦
絵
に
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
時
期
に
は
ま
だ
店
が
開

店
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
引
札
は
開
店
を
宣
伝
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
店
そ
の
も
の
も
開
店
も
「
東
都
高
名
会
席
尽
」
の
開
版

に
近
い
嘉
永
・
安
政
期
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
東
都
高
名
会
席
尽　

燕
々
亭
」
で
豊
国
は
三
代
目
助
高
屋
高
助
の
似
顔
で
名
古

屋
山
三
を
描
い
て
い
る
が
、こ
れ
は
「
浮
世
柄
比
翼
稲
妻
」
な
ど
歌
舞
伎
の
「
鞘
当
」

で
名
古
屋
山
三
の
衣
裳
が
雨
に
燕
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
連
想
で
あ
る
。
店
の
名
に
あ

る
「
燕
」
か
ら
、
こ
の
錦
絵
の
短
冊
形
の
コ
マ
絵
に
は
燕
飛
ぶ
畑
地
越
し
に
樹
木
豊

か
な
店
の
外
観
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
光
景
は
引
札
に
描
か
れ
た
も
の
と
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

店
が
あ
っ
た
浅
草
元
吉
町
は
吉
原
と
日
本
堤
を
挟
ん
で
位
置
す
る
が
、
通
称
「
田

中
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
吉
原
同
様
周
囲
を
田
畑
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
山
谷
の

八
百
善
と
も
距
離
的
に
近
い
位
置
に
あ
り
、
庭
を
囲
ん
だ
建
物
の
配
置
な
ど
両
者
に

は
似
か
よ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
八
百
善
は
立
版
古
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
、

図19　「常盤屋ふみの引札」（『懐溜諸屑』より）　国立歴史民俗博物館蔵
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[ 錦絵に見る料理茶屋情報 ]……大久保純一

（
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
）。

（
12
）　

小
山
周
子
「
隅
田
川
流
域
の
料
理
茶
屋
に
お
け
る
文
化
活
動
に
つ
い
て
」『
東
京
都
江
戸
東

京
博
物
館　

調
査
報
告
書　

第
32
集　

隅
田
川
流
域
を
考
え
る
―
歴
史
と
文
化
―
』
二
〇
一
七

年
。

（
13
）　

拙
稿
『
広
重
と
浮
世
絵
風
景
画
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
14
）　

註
6　

第
17
図
解
説
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
九
年
八
月
五
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
日
審
査
終
了
）

（
1
）　

増
田
太
次
郎
『
引
札
繪
ビ
ラ
風
俗
史
』
青
蛙
房
、
一
九
八
一
年
。

（
2
）　

歌
麿
の
美
人
画
揃
物
「
夏
衣
裳
当
世
美
人
」
が
呉
服
店
の
入
銀
に
よ
る
宣
伝
の
役
割
を
担
う

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
浅
野
秀
剛
と

テ
ィ
モ
シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
の
編
集
に
な
る
『
喜
多
川
歌
麿
』
展
図
録
、
千
葉
市
美
術
館
・
大

英
博
物
館
、
一
九
九
五
年
な
ど
。

（
3
）　

江
戸
末
期
に
お
け
る
錦
絵
の
摺
刷
枚
数
に
関
し
て
は
、
拙
稿『
浮
世
絵
出
版
論　

大
量
生
産
・

消
費
さ
れ
る
〈
美
術
〉』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）　

錦
絵
を
絵
草
紙
屋
の
店
頭
に
吊
し
て
陳
列
す
る
こ
と
の
視
覚
効
果
の
高
さ
と
販
売
力
に
つ
い

て
は
、
鈴
木
俊
幸
『
絵
草
紙
屋　

江
戸
の
浮
世
絵
シ
ョ
ッ
プ
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に

詳
し
い
。

（
5
）　

註
2
、
大
久
保
。

（
6
）　

岩
切
友
里
子
『
江
戸
の
料
理
屋　

広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」』（
平
木
浮
世
絵
美
術
館
、

一
九
九
九
年
）
は
、
す
で
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
制
作
時
期
が
二
期
に
分
か
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
入
銀
の
可
能
性
や
個
々
の
料
理
茶
屋
に
関
す
る
特
徴
な
ど
、
本
稿
に
お
け
る
「
江

戸
高
名
会
亭
尽
」
に
関
す
る
情
報
は
同
書
か
ら
得
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

（
7
）　

註
6　

第
26
図
解
説
。

（
8
）　
「
八
百
善
御
料
理
献
立
」
の
異
版
の
画
像
に
関
し
て
は
、
都
立
中
央
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
「T

okyo

ア
ー
カ
イ
ブ
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）　

井
上
隆
明
『
近
世
書
林
版
元
総
覧
』（
日
本
書
誌
学
大
系
14
）（
青
裳
堂
書
店
、一
九
八
一
年
）

（
10
）　

松
下
幸
子
「
江
戸
食
文
化
紀
行
―
江
戸
の
美
味
探
訪
―　

vol.5　
‚
平
清
‘
の
潮
汁
」（w

eb 
site

）。

（
11
）　

鈴
木
重
三
「
広
重
の
生
涯
と
画
業　

問
題
点
を
中
心
に
」『
太
陽
浮
世
絵
シ
リ
ー
ズ　

広
重
』

註 と
く
に
そ
の
店
構
え
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
付
近
は
江
戸
市
中
と
は
違
っ
て

敷
地
に
は
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
、
店
構
え
に
資
金
を
つ
ぎ
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
引
札
や
こ
の
錦
絵
の
例
か
ら
考
え
て
、
燕
々
亭
は
こ
の
店
の
結
構
を

売
り
の
ひ
と
つ
に
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
店
の
結
構
を
売
り
と
し
て
い
た
新
興
料
理
茶
屋
の
燕
々
亭
こ
と
常
盤
屋

ふ
み
は
、
先
行
す
る
広
重
の
「
江
戸
高
名
会
亭
尽
」
な
ど
に
見
る
視
覚
的
な
宣
伝
効

果
の
高
さ
に
注
目
し
、
店
の
全
景
を
描
い
た
引
札
を
制
作
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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Ryo-ri- jaya as Seen in Nishiki-e :Focusing on Famous Restaurants of Edo

Many ryo-ri-jaya  (restaurants) conducted business in urban Edo during and after the Bunka-

Bunsei period. Hikifuda flyers were of course used to promote them, but practically speaking mitate-

banzuke (various rankings similar to sumo-banzuke) or other ichimai-zuri  (single sheet prints) as 

well as e -sugoroku (picture-sugoroku game including collections of images) and nishiki-e  (a type 

of woodblock ukiyo-e  print) also played a major role in promotion. Among these it is thought that 

nishiki-e, with their strong visual impact, were especially effective for advertising. Utagawa Hiroshige, 

a leading artist well-known for depicting famous places of Edo, produced a series of nishiki - e called 

Famous Restaurants of Edo (Edo-ko-mei-kaitei-zukushi), which is noted for depicting the interior and 

exterior of establishments in realistic detail.

Regarding the creation of this series (soroi -mono), there have been debates about whether the 

restaurants depicted in the images potentially provided funds for publishing (nyu-gin). This paper 

considers this possibility mainly through analysis of the depictions themselves along with comparisons 

to restaurant banzuke (rankings) from the same period.

Made up of 30 images total, the series can be divided into two groups based on Hiroshige’s 

calligraphic style: one produced in the 8th and 9th years of the Tenpo-  era (1837-1838), and another 

thought to be from the 10th and 11th years of the Tenpo-  era (1839 -1840). When cross-referenced with 

Yaozen Oryo-ri Kondate, a banzuke of restaurants believed to be contemporary with these two groups, 

it is notable that the earlier group of works includes many top -ranked restaurants, whereas the later 

works contain many restaurants whose name lower ranked or not written in the banzuke. Also, in 

terms of the depictions of the restaurants, the earlier images show either indoor scenes or exterior 

images of only the building, while the later works depict restaurants together with nearby famous 

sights and scenery. Thus, the latter is thought to have served to inform people of the location of the 

restaurants. From this one can imagine that Famous Restaurants of Edo was an effort to create and 

publish illustrations of well-known restaurants, whose effectiveness as promotion was then presented 

to lower-ranking restaurants in an effort to get them to provide funds for publishing. In other words, 

this series of works can be considered to have been intentionally created for the clear purpose of 

promoting restaurants, starting from at least the middle period of its production.

Key words : Utagawa Hiroshige, nishiki-e, famous places of Edo, ryo-ri-jaya


