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は
じ
め
に

一、

暖
簾
の
歴
史

ω
　
と
ば
り
の
時
代

②
　
と
ば
り
か
ら
暖
簾
へ

二
、
江
戸
時
代
の
暖
簾

ω

暖
簾
の
種
類

②
　
江
戸
の
都
市
空
間
と
暖
簾

商
業
か

ら
の
要
請
が
ま
た
暖
簾
の
意
匠
の
発
展
を
う
な
が
し
た
一
因
と
も
な
っ

て

い
た

わ

け
で
あ
る
が
、
商
業
と
暖
簾
と
の
結
び
付
き
と
い
う
点
で
今
一
つ
江

戸
町
の
場
合
、
商
店
の
暖
簾
に
独
特
の
形
式
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ

る
。
こ
れ
は
江
戸
と
い
う
都
市
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と

思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、
都
市
空
間
に
お
け
る
暖
簾
に
つ
い

て

考
え
て
み
た
い
。

江戸の暖簾

は

じ
め
に

　
暖
簾
が
も
っ
と
も
発
達
し
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
活
の
中
で

暖
簾
が
盛
ん
に
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
暖
簾
自
体
が
意
匠
的
、
形
式
的
に
発

展

し
た
と
い
う
こ
と
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
が
、
特
に
商
業
と
結
び
つ
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
、
江
戸
時
代
の
暖
簾
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
う
し
た

一、

暖
簾
の
歴
史

ω
　
と
ば
り
の
時
代

　
ま
ず
暖
簾
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
を
経
て
発
展
し
て
き
た
か
を
み
る
。

　
暖
簾
の
歴
史
は
古
く
、
縄
文
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
そ

ら
く
竪
穴
住
居
の
入
口
に
垂
ら
し
た
莚
が
最
初
の
形
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
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一，暖簾の歴史

図1　寝殿造の中で使われた壁代と几帳

　　　（源氏物語絵巻）

　魏、

3
　＼へ

ぶ

憲

・簿
、

う
。
古
く
は
「
と
ば
り
」
と
よ
ん
で
い
た
が
、
と
ば
り
は
戸
張
り
、
す
な
わ
ち

出
入
口
に
布
や
莚
な
ど
を
張
り
広
げ
て
遮
蔽
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ご
く

古
い
時
期
の
住
居
は
、
基
本
的
に
は
寝
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る

と
、
住
居
の
出
入
口
が
実
質
的
に
は
寝
室
の
入
口
に
か
け
た
遮
蔽
帷
か
ら
と
ば

り
は
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ

れ

が
や
が

て

時
代
が

進
む

に

つ
れ

て

建
築
技
術

も
進
歩
し
、
社
会
も
複
雑

化

し
て
い
く
な
か
で
、
住
居
空
間
の
内
部
が
機
能
的
に
分
化
し
初
め
、
寝
室
と

そ
れ
以
外
の
空
間
と
を
分
離
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
方
建
物
の
戸
口
に

図2　寝室の入口にかけられたとばり

　　　（病草紙）

図3　鎌倉時代の貴族住宅の室内用とばり

　　　（法然上人絵伝）

は

し
っ
か
り
し
た
板
戸
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
と
ば
り
の
用
法
も
少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
、
戸
口
用
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
室
内
で
部
屋
の
入
口

に

掛

け
て
間
仕
切
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
寝
室

の

出
入
口
に
は
必
ず
と
ば
り
を
か
け
る
と
い
う
習
慣
は
続
い
て
い
た
。
ま
た
表

の

戸
口
に
戸
を
立
て
て
も
、
同
時
に
と
ば
り
も
か
け
る
と
い
う
こ
と
も
多
か
っ

た
。
こ
の
形
式
は
伊
勢
神
宮
や
大
嘗
宮
な
ど
の
古
代
の
宮
殿
に
よ
く
残
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
伊
勢
神
宮
の
場
合
、
平
安
初
期
の
記
録
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

な
ど
に
よ
る
と
、
正
殿
の
建
物
は
正
面
桁
行
三
間
、
側
面
梁
間
二
間
の
板
壁
で

76



江戸の暖簾

囲
ま
れ
て
お
り
、
正
面
中
央
に
は
七
尺
幅
の
板
扉
が
開
い
て
い
る
が
、
こ
の
板

扉
の

内
側
に
長
さ
七
尺
三
寸
、
幅
八
尺
の
生
施
の
と
ば
り
を
か
け
て
い
る
。
正

殿
内
部
は
間
仕
切
の
な
い
一
室
住
居
で
、
寝
台
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い

う
と
、
建
物
全
体
が
寝
室
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
寝
室
の
入
口
が

と
ば
り
か
ら
板
戸
に
変
わ
っ
た
後
も
、
古
い
形
の
と
ば
り
が
残
っ
て
い
る
と
い

う
重
層
的
な
形
だ
と
い
え
よ
う
。

　
だ

が

平
安
時
代
の

寝
殿
造
に

な
る
と
、
貴
族
住
宅
の
場
合
、
規
模
が
非
常
に

大

き
く
な
り
構
造
も
複
雑
に
変
わ
っ
て
き
た
た
め
、
建
物
の
入
口
に
と
ば
り
を

か

け
る
と
い
う
形
は
も
は
や
完
全
に
な
く
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
建
具
が
未
発

達
だ

っ

た

せ

い

も
あ
り
、
室
内
の
間
仕
切
用
と
し
て
は
も
っ
ぱ
ら
帳
帷
類
が
使

わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
壁
代
、
軟
障
、
引
物
、
几
帳
な
ど
は
い
ず
れ
も
と
ば

り
の
バ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
ま
た
寝
室
の
場
合
も
帳
台
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
い
わ
ば
と
ば
り
で
囲
ま
れ
た
小
部
屋
で
あ
る
。
こ
の

た

め
こ

の

平

安
時
代
に
は
帳
帷
類
の
デ
ザ
イ
ン
が
洗
練
さ
れ
大
い
に
発
展
し

た
。
寝
殿
造
で
使
わ
れ
た
帳
帷
類
は
ほ
と
ん
ど
が
絹
織
物
で
作
ら
れ
て
お
り
、

優
美

な
模
様
が
つ
け
ら
れ
た
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
帳
台
に
使
わ

れ

る
帳
帷
な
ど
は
、
夏
は
生
維
に
白
泥
で
花
鳥
や
秋
草
な
ど
を
描
き
、
冬
は
平

絹
に
紫
茶
の
朽
木
形
文
様
や
纐
纈
文
あ
る
い
は
、
紫
の
裾
濃
に
花
鳥
な
ど
を
描

い
た

ま
こ
と
に
艶
麗
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
帳
帷
の
基
本
的

な
形
は
一
幅
約
↓
尺
の
裂
を
何
条
か
縦
に
縫
い
合
わ
せ
、
表
に
は
一
幅
毎
に
野

筋

と
い
う
、
巻
き
上
げ
た
時
に
結
ぶ
た
め
の
紐
を
垂
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
の

暖
簾
の
意
匠
的
原
型
は
ほ
ぼ
こ
の
平
安
時
代
に
醸
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ

い
。

　
中
世
に
入
る
と
貴
族
住
宅
の
構
造
が
さ
ら
に
変
化
し
、
間
仕
切
用
の
帳
帷
も

襖
や
明
障
子

な
ど
の
建
具
に
変
わ
る
。
寝
室
そ
の
も
の
も
変
化
し
、
帳
台
が
使

わ
れ

な
く
な
り
、
襖
で
仕
切
ら
れ
た
部
屋
で
寝
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
結
果
し

だ

い
に

帳
帷
類
は

使
わ

れ

な
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
寝
室
の
入
口
に

と
ば
り
を
か
け
る
習
慣
だ
け
は
必
ず
守
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
様
子
は
『
餓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
な
り

鬼
草
紙
」
の
出
産
の
場
面
や
『
病
草
紙
」
の
二
形
な
ど
の
中
世
の
絵
巻
物
で
よ
く

み

る
こ
と
が
で
き
る
。
形
体
も
ま
だ
帳
台
当
時
を
残
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

図4　民家の入口のとばり

　　　（信貴山縁起絵巻）
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一，暖簾の歴史

野
筋
が
省
略
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
寝
室
以
外
の
間
仕
切
用
の
も
の
に
は
『
法

然
上
人
絵
伝
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
縦
に
つ
な
げ
た
下
半
分
を
縫
い
放
ち
に

し
、
縫
い
留
め
部
分
に
ほ
つ
れ
防
止
の
蝶
形
を
縫
い
つ
け
た
、
後
の
暖
簾
と
同

じ
も
の
も
で
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
材
料
に
つ
い
て
は
絹
が
使
わ
れ
て
い
た
。

　
以
上
み
て

き
た
の
は
貴
族
住
宅
の
と
ば
り
で
あ
る
が
、
一
方
庶
民
住
居
で
は

依
然

と
し
て
竪
穴
住
居
以
来
の
戸
口
の
と
ば
り
が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
当

時
の
民
家
の
場
合
、
戸
口
は
板
戸
と
か
網
代
戸
で
あ
る
か
ら
、
閉
め
て
し
ま
う

と
中
が
真
暗
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
昼
間
は
開
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た

た

め
、
と
ば
り
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
信
貴
山
縁
起

絵

巻
』
や
『
年
中
行
事
絵
巻
」
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
庶
民
住
居
の
町
家
は
い

ず
れ
も
入
口
に
と
ば
り
を
か
け
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
を
み
る
と
す
で
に
今

日
の
暖
簾
と
か
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ

う
し
て
と
ば
り
は
、
中
世
と
い
う
時
代
の
間
に
、
貴
族
住
宅
の
室
内
用
と

庶
民
住
宅
の
戸
口
用
の
二
つ
の
系
統
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
発
展
し
な
が
ら
次

第
に
後
の
暖
簾
に
見
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

②
　
と
ぽ
り
か
ら
暖
簾
へ

　
と
ば
り
に
代
わ
っ
て
暖
簾
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
室
町

時
代
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
「
ノ
ウ
レ
ソ
」
と
か
「
ナ
ソ
レ
ソ
」
と
い
っ
た
。

本
来
は
禅
堂
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
、
禅
堂
の
入
口
に
冬
期
防
寒
の
た
め
簾

と
一
緒
に
か
け
る
帷
が
暖
簾
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
夏
の
簾
だ
け
は
涼
簾
で
あ

る
。
禅
林
用
語
を
一
般
に
用
い
る
の
は
こ
の
時
期
の
流
行
で
あ
る
が
、
単
に
外

来
語
を
珍
ら
し
が
っ
て
使
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も
そ

の

も
の
自
体
も
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
ど
こ
か
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

と
ば
り
の
場
合
も
、
そ
れ
ま
で
は
貴
族
住
宅
の
室
内
用
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

が
、
こ
れ
も
建
具
の
発
達
に
よ
っ
て
次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ

っ

て

庶
民
住
居
の
戸
口
用
暖
簾
が
め
ざ
ま
し
い
勢
い
で
発
展
し
て
き
た
と
い
う

こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
と
ば
り
の
役
割
自
体
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

上
杉
本
や
町
田
本
な
ど
当
時
の
京
都
の
状
況
を
描
い
た
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」

を
み
る
と
、
出
入
口
に
同
じ
よ
う
な
暖
簾
を
か
け
た
町
家
が
並
ん
で
い
る
が
、

こ

れ

ら
は
ほ
と
ん
ど
見
世
棚
を
持
つ
商
店
で
あ
る
。
室
町
時
代
と
い
う
時
期
は

日
本
全
体
の
経
済
活
動
が
非
常
に
活
発
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
商
品
が
ふ

え
、
こ
れ
を
扱
う
商
店
も
多
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
人
目
に
つ
く
戸
口
に
か
け
る

暖
簾
に
、
新
た
に
看
板
と
し
て
の
効
用
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
看

板
の
最
初
は
古
代
の
官
市
で
、
店
毎
に
掲
げ
た
標
識
だ
と
い
わ
れ
る
。
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
チ
　
　
ク
ラ
ゴ
ト
　
　
ヘ
ウ

良
時
代
の
『
令
集
解
（
九
、
関
市
）
』
に
は
、
「
凡
ソ
市
ハ
騨
毎
二
標
ヲ
立
テ
行

　
　
シ
ル

名
ヲ
題
セ
」
と
あ
る
。
商
店
毎
に
商
品
名
を
書
い
た
標
を
立
て
よ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
当
時
の
標
が
具
体
的
に
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
セ
ゴ
ト

る
。
平
安
時
代
の
『
延
喜
式
（
四
二
、
東
西
市
）
』
に
も
、
「
凡
ソ
市
ハ
皆
廓
毎

　
ポ
ウ
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
シ
ル

ニ

膀

ヲ
立
テ
號
ヲ
題
セ
」
と
再
度
同
じ
よ
う
な
法
令
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
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江戸の暖簾

ち
ら
は
膀
を
立
て
よ
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
当
時
の
民
衆
の
中
で
文
字

の

読
め
る
人
が
一
体
ど
の
く
ら
い
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
当
時
は
業
種
も

少

な
か
っ
た
か
ら
、
も
し
標
な
り
膀
な
り
を
た
て
て
い
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
有

効
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
よ
う
に
上
か
ら
い
わ
れ

図5　室町時代の町家の暖簾

　　　（上杉本洛中洛外図屏風）

て

い

る
間
は
ま
だ
看
板
の
必
要
性
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
室
町
時
代
に
入
っ
て
商
業
活
動
が
本
格
化
し
て
く
る
に
従
っ
て
、
よ

う
や
く
宣
伝
媒
体
の
必
要
性
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
戸
口
の
暖
簾
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
ま
だ
室
町
時
代
の
暖
簾

図6　近世初期の外暖簾

　　　（喜多院職人尽絵屏風）

図7　近世初期の外暖簾

　　　（東博本洛中洛外図屏風）

輪

悌

図8　近世初期の外暖簾

　　　（司馬家本洛中洛外図屏風）
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二，江戸時代の暖簾

は

か

な
り
素
朴
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
室
町
末
と
さ
れ
て
い
る
上
杉

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
で
み
る
と
、
描
か
れ
て
い
る
暖
簾
は
全
部
で
一
二
六

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
布
製
は
九
七
で
莚
製
が
二
九
と
こ
割
以
上
が
莚
で
あ
る
。

莚
を
使
っ
て
い
る
の
は
農
家
が
大
部
分
だ
が
、
町
家
で
も
町
は
ず
れ
や
米
屋
、

飼
料
屋
な
ど
で
は
使
っ
て
い
る
。
布
製
の
う
ち
模
様
入
り
は
六
〇
、
無
地
が
三

七

で
、
模
様
入
り
は
門
前
町
や
繁
華
な
場
所
の
弓
屋
、
扇
屋
、
太
刀
屋
、
漆
器

屋
、
遊
女
屋
な
ど
が
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
模
様
と
い
っ
て
も
丸
と
か
三
角
と

い
っ

た

簡
単
な
記
号
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
し
、
文
字
の
場
合
も
吉
と
か
八
、

大
、
日
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
看
板
と
し
て
の
意
味
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な

い
。

　

こ
れ
が
近
世
に
は
い
っ
て
慶
長
か
ら
寛
永
あ
た
り
に
な
る
と
急
速
に
変
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は

じ
め
る
。
こ
の
時
期
の
各
種
の
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
に
描
か
れ
て
い
る
暖

簾
の
図
柄
は
実
に
豊
富
で
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
も
面
白
い
も
の
が
多
い
。
や
は
り

文
字
は

少

な
く
、
松
、
鶴
、
亀
、
海
老
な
ど
の
自
然
の
動
植
物
を
絵
画
的
に
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
キ
リ

い
た

も
の
、
土
蔵
の
鍵
や
膝
な
ど
の
道
具
類
を
図
案
化
し
た
も
の
、
扇
や
蝋
燭

と
い
っ
た
、
商
品
を
直
接
表
現
し
た
も
の
、
下
り
藤
や
橘
の
よ
う
な
紋
章
的
な

も
の
な
ど
親
し
み
や
す
く
庶
民
的
な
も
の
が
多
い
が
、
い
ず
れ
も
機
智
に
富

み
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
日
本
の
民
衆
の
生
活
文
化

の

一
つ
の

華

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
こ
の
時
期
の
民

衆
の
力
の
高
ま
り
と
、
上
昇
期
の
活
気
あ
ふ
れ
る
商
業
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
こ
の
頃
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
殆
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
貴
族
住

宅
用
の

室

内
用
の
と
ば
り
も
、
経
済
力
を
持
ち
は
じ
め
た
町
人
た
ち
が
使
い
は

じ
め
た
。
こ
れ
が
後
の
内
暖
簾
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近
世
に
入
る
と
、
か
つ
て

の

と
ば
り
は
完
全
に
民
衆
の
暖
簾
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
江
戸
時
代
の
暖
簾

ω
　
暖
簾
の

種
類

　
江

戸
時
代
に
入
る
と
暖
簾
は
一
段
と
発
展
す
る
。

　
江

戸
時
代
の
暖
簾
は
大
き
く
分
け
る
と
外
暖
簾
と
内
暖
簾
に
な
る
。
外
暖
簾

は

も
と
も
と
は
戸
口
に
か
け
た
と
ば
り
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
店
暖
簾

と
も
い
い
、
主
と
し
て
商
店
な
ど
で
店
先
に
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
店
内
の

通

り
ニ
ワ
や
帳
場
と
奥
と
の
境
に
か
け
る
も
の
も
こ
れ
に
入
る
。
形
に
よ
っ
て

縦
暖
簾
と
横
暖
簾
、
水
引
暖
簾
が
あ
る
。
縦
暖
簾
は
縦
に
何
条
か
の
布
を
縫
い

つ

な
げ
、
下
半
分
ほ
ど
を
縫
い
放
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
も
戸
口
の
上
か
ら

下

ま
で
の
長
暖
簾
、
半
分
ぐ
ら
い
ま
で
の
半
暖
簾
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
横
暖

簾
は
布
を
横
方
向
に
使
う
も
の
で
、
こ
れ
に
も
一
条
だ
け
の
場
合
と
何
条
か
を

縫
い
つ
な
げ
て
幕
を
張
っ
た
よ
う
に
使
う
場
合
と
あ
る
。
水
引
暖
簾
は
庇
の
先

な
ど
に
か
け
連
ね
る
ご
く
短
い
暖
簾
の
こ
と
で
あ
る
。
み
ず
ひ
き
と
は
本
来
は
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御
厨
子

引
と
い
っ
て
、
仏
前
に
門
形
に
か
け
る
金
欄
の
こ
と
だ
が
、
形
が
似
て

い

る
こ
と
か
ら
こ
う
い
う
形
式
の
暖
簾
を
み
ず
ひ
き
暖
簾
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ

た

も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
上
に
乳
を
つ
け
、
竿
や
綱
を
通
し
て
か
け
る
。
材

料
は
外
暖
簾
の
場
合
は
木
綿
が
中
心
で
そ
の
他
麻
も
使
わ
れ
る
。
色
は
白
、

紺
、
茶
、
浅
黄
な
ど
が
多
く
、
こ
れ
に
屋
号
や
店
名
、
ま
た
は
店
を
象
徴
す
る

マ

ー
ク
な
ど
が
つ
け
て
あ
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
は
近
世
初
期
の
暖
簾
の
よ
う

な
澄
刺
さ
は
な
く
な
り
、
単
調
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
ず
ら
り
と
並

ん
だ

商
家
の

軒
に
同
じ
よ
う
な
暖
簾
が
打
ち
続
く
と
い
う
集
団
と
し
て
の
統
制

美
が
生

ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
江
戸
期
の
商
業
の
あ
り
方
を

示

す
も
の
で
、
一
つ
に
は
商
業
の
質
が
変
わ
り
、
規
模
が
大
き
く
な
り
、
流
通

図9　芝居茶屋の暖簾

　　　（戯場楽屋図会）

機
構
が

整
備

さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
て
き
て
、
も
は
や
一
匹
狼
は
成
り
立
た
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
、
幕
府
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
や
統
制
の
も
と
に
お
け
る
商
業
活
動

の
結
果

と
も
い
え
る
が
、
た
と
え
ば
暖
簾
と
商
業
統
制
と
の
結
び
つ
き
を
示
す

も
の
と
し
て
株
仲
間
の
暖
簾
や
暖
簾
分
け
制
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。
株
仲
間
で
は

あ
る
業
種
に
つ
い
て
、
競
合
を
さ
け
る
た
め
、
一
定
以
上
商
人
を
ふ
や
さ
な
い

よ
う
に
、
権
力
と
結
ん
だ
特
権
商
人
が
株
を
独
占
し
、
株
仲
間
で
あ
る
こ
と
を

暖
簾
に
よ
っ
て
証
明
し
た
。
た
と
え
ば
大
坂
道
頓
堀
の
芝
居
茶
屋
の
暖
簾
な
ど

　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
暖
簾
分
け
は
別
家
制
度
、
つ
ま
り
一
商
店
内
で
の
営
業
権

の

分
与
で
あ
る
。

　
　
永
代
置
証
文
事
一
札

　
　
一
、
私
儀
此
度
別
家
被
仰
付
候
而
元
手
銀
井
二
暖
簾
被
下
置
難
有
受
納
仕

　
　
　

候
依
之
条
々
被
仰
聞
候
御
請
奉
申
上
候

　
　
一
、
本
家
御
商
売
筋
法
衣
地
直
売
買
之
義
者
勿
論
、
似
寄
之
商
売
と
て
も

　
　
　

急
度
致
間
敷
候
事

　
　
一
、
本
家
よ
り
御
取
引
有
之
候
西
陣
法
衣
地
織
元
之
衆
中
に
一
切
取
引
仕

　
　
　

間
敷
候
事

　
　
一
、
本
家
之
御
得
意
方
に
立
入
売
買
之
御
邪
魔
相
成
候
儀
ハ
一
切
仕
間
敷

　
　
　

候
事
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一
、
本
家
様
用
事
向
御
聞
候
節
ハ
何
時
二
而
も
私
用
相
止
メ
参
上
仕
相
勤

　
　
　
　
可
申
候
事

　
　
　
右
之
条
々
奉
畏
候
（
中
略
）
若
違
背
仕
万
一
法
衣
地
直
売
買
之
妨
仕
候

　
　
ハ
ハ
被
下
置
候
元
手
銀
者
不
申
及
商
売
井
二
暖
簾
屋
号
御
取
上
被
成
候
共

　
　
一
言
之
申
分
無
御
座
候
（
以
下
略
）

　
こ

れ

は

京
都
の
老
舗
千
吉
商
店
で
暖
簾
分
け
の
時
、
暖
簾
分
け
を
し
て
も
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

っ

た

者
が

本
家
に

提
出
し
た
誓
約
文
で
あ
る
。
本
家
の
商
売
の
邪
魔
に
な
る
こ

と
は
い
っ
さ
い
し
な
い
こ
と
、
本
家
の
御
得
意
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
本
家

で

用

事
の
節
は
何
時
で
も
私
用
相
止
メ
参
上
仕
リ
相
勤
め
い
た
し
ま
す
と
続

き
、
も
し
こ
れ
ら
に
違
反
し
た
折
に
は
、
い
た
だ
い
た
元
手
銀
は
申
す
に
及
ば

ず
、
商
売
な
ら
び
に
暖
簾
、
屋
号
一
切
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
一
言
の
申
分
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
と
続
い
て
い
る
。

　
一
〇
歳
を
過
ぎ
た
か
過
ぎ
な
い
幼
い
こ
ろ
か
ら
丁
稚
に
入
り
、
子
守
、
掃

除
、
使
い
走
り
か
ら
始
ま
っ
て
過
酷
な
人
間
関
係
の
中
で
厳
し
い
商
道
修
行
を

積

み
、
手
代
、
手
代
頭
、
番
頭
、
支
配
人
と
登
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
人
生
の

大
半
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
や
っ
と
主
家
か
ら
分
け
て
も
ら
え
る
の
が
暖
簾
で
あ
っ

て
、
暖
簾
は
営
業
権
そ
の
も
の
の
象
徴
で
も
あ
り
、
暖
簾
と
は
町
人
に
と
っ
て

命

を
か
け
る
ほ
ど
大
切
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
な
れ
ば
、
も
は

や

暖
簾
は
店
を
は
じ
め
る
か
ら
と
い
っ
て
自
分
で
新
し
く
デ
ザ
イ
ソ
す
る
と
い

う
よ
う
な
自
由
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
免
許
証
明
と
し
て
の
屋
号
だ
け
が
あ

れ

ば

よ
い
と
い
う
、
非
常
に
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
当
然
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
他
、
外
暖
簾
の
一
種
に
、
日
除
け
と
縄
暖
簾
と
が
あ
る
。
日
除
け
は
何

条
か

の
布

を
下
ま
で
縫
い
つ
な
げ
て
大
風
呂
敷
の
よ
う
に
し
た
も
の
を
地
上
に

置
い
た
石
な
ど
に
結
び
つ
け
て
固
定
す
る
文
字
通
り
の
日
除
け
で
あ
る
。
縄
暖

簾
は
麻
縄
や
藁
縄
を
並
べ
て
暖
簾
と
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
案
外
新
し
く
近

世
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
縄
暖
簾
は
江
戸
で
十
八
世

紀
後
半
以
降
に
発
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。
下
級
武
士
相
手
の
給
食
屋
が
使
い
だ

し
た
の
が
最
初
ら
し
い
。
炊
出
し
と
い
っ
て
見
付
に
詰
め
る
諸
大
名
の
家
来
た

ち
の
食
事
を
引
き
受
け
る
店
と
か
、
飯
屋
と
い
っ
て
独
身
の
勤
番
士
の
た
め
に

長

屋

ま
で
弁
当
を
届
け
る
店
が
あ
っ
た
が
、
寛
政
期
（
一
七
八
九
～
一
八
〇

一
）

以
降
に
な
る
と
、
こ
う
い
う
店
へ
町
人
も
食
事
に
行
く
よ
う
に
な
り
、
酒

も
一
緒
に
出
は
じ
め
た
。
店
の
中
に
は
空
け
た
醤
油
樽
が
土
間
に
並
べ
て
あ

り
、
上
に
板
を
渡
し
、
皆
そ
こ
へ
腰
掛
け
て
飲
食
し
た
と
い
い
、
こ
う
し
た
店

に

は

き
ま
っ
て
縄
暖
簾
が
か
け
て
あ
っ
た
た
め
、
酒
と
飯
を
出
す
店
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

縄
暖
簾
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
縄
暖
簾
も

江
戸
の
都
市
文
化
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
内
暖
簾
は
部
屋
暖
簾
と
も
い
い
、
部
屋
の
入
口
、
多
く
は
寝
室
や
納
戸

の

入
口

に

か

け
る
も
の
で
あ
る
。
芝
居
用
語
で
「
暖
簾
口
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
は
世
話
物
の
室
内
の
舞
台
装
置
の
場
合
、
正
面
が
納
戸
（
当
時
は
寝
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室
も
兼
ね
て
い
た
）
へ
の
出
入
口
に
な
っ
て
い
て
こ
こ
に
暖
簾
を
か
け
る
の
が

定
石

と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
こ
を
暖
簾
口
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の

く
ら
い
当
時
の
町
家
で
は
納
戸
や
寝
室
の
入
口
に
暖
簾
を
か
け
る
の
が
一
般

的
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
内
暖
簾
は
形
は
す
べ
て
縦
暖
簾
で
、
素
材
は
木
綿
の
他
麻
や
絹
も
使
わ
れ

た
。
季
節
や
行
事
に
よ
っ
て
か
け
か
え
る
こ
と
も
行
わ
れ
、
夏
は
上
布
、
正
月

用

な
ど
は
絹
な
ど
が
使
わ
れ
た
。
ま
た
意
匠
的
に
も
外
暖
簾
が
非
常
に
画
一
化

し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
内
暖
簾
の
方
は
い
か
に
も
江
戸
時
代
ら
し
い
意
匠

が

多
様
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
多
く
使
わ
れ
た
の
は
、
木
綿
の
場
合
は
紺
地

な
ど
に
立
涌
、
唐
草
、
流
水
、
麻
の
葉
、
松
皮
菱
、
輪
つ
な
ぎ
な
ど
の
幾
何
学

的
文
様
を
白
抜
き
に
し
た
明
快
な
も
の
で
、
絹
地
の
場
合
は
草
花
な
ど
の
絵
画

的
な
図
柄
を
友
禅
染
に
し
た
優
美
な
も
の
が
多
く
使
わ
れ
た
。
内
暖
簾
は
貴
族

住
宅
の
室
内
用
と
ば
り
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
民
家
で
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
も
そ
の
伝
統
は
受
け
つ
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
　
江
戸
の
都
市
空
間
と
暖
簾

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
他
に
、
江
戸
に
お
い
て
独
特
の
発
達
を
み
せ
た
暖
簾
が
あ

る
。
「
江
戸
名
所
図
会
」
や
広
重
の
描
い
た
「
大
伝
馬
町
木
綿
店
」
の
絵
を
見

る
と
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
店
の
町
家
は
道
路
に
面
し
た
店
の
前
面
に
ア
ー

ケ

ー
ド
状
の
庇
が
付
い
て
い
る
。
そ
の
庇
の
外
側
の
道
路
に
面
し
た
外
側
の
柱

（捨
柱
）
の
間
の
入
口
部
分
以
外
の
場
所
に
張
っ
て
あ
る
暖
簾
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
絵
の
よ
う
に
柱
の
間
に
は
腰
瓦
と
い
う
下
半
分
だ
け
の
ナ
マ
コ
壁
が
設
け

ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
長
い
暖
簾
が
下
を
固
定
し
た
形
で
設

図10庇にかけられた太鼓幕
　　　（歌川広重画：東都大伝馬街繁栄之図）
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二，江戸時代の暖簾
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図11江戸時代，寝室の入口に

　　　かけられた暖簾

　　　（絵本女中風俗艶鏡）

け
ら
れ
て
い
る
。
外
暖
簾
の
↓
種
で
は
あ
る
が
、
一
般
の
暖
簾
が
下
部
を
開
放

し
て
く
ぐ
り
抜
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
下
部
が
固

定

さ
れ
て
い
る
た
め
通
り
抜
け
ら
れ
な
い
点
が
大
き
く
異
な
る
。
い
わ
ば
暖
簾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に

よ
る
壁
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
鼓
幕
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
形
が
出

来
上
が
っ
た
の
は
、
大
店
の
絵
図
な
ど
に
よ
れ
ば
遅
く
と
も
一
八
世
紀
初
め
ら

し
い
が
、
こ
の
太
鼓
幕
と
い
う
暖
簾
は
江
戸
と
い
う
都
市
を
考
え
る
上
で
非
常

に

重
要

な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
江
戸

の
場

合
、
こ
れ
ら
の
絵
画
類
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
通
り
の
町
家

の

前
面

に

は

ア

ー
ケ
ー
ド
状
の
庇
が
続
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
こ
れ
は
江
戸

で

は

か

な
り
初
期
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
初
期
の
江
戸
を
描
い

た

と
さ
れ
て
い
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
『
六
曲
一
双
江
戸
図
屏
風
」

と
か
出
光
美
術
館
所
蔵
の
『
八
曲
一
双
江
戸
名
所
図
屏
風
」
を
み
る
と
、
ど
ち

ら
に
も
日
本
橋
通
り
、
本
町
通
り
な
ど
の
メ
イ
ソ
ス
ト
リ
ー
ト
に
面
す
る
町
家

の

前
に
は
ア
ー
ケ
ー
ド
状
の
庇
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
庇
が
何
故

つ
け

ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ

も
そ
も
江
戸
初
期
の
町
家
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
よ
く
は

わ

か

ら
な
い
が
、
江
戸
図
屏
風
類
な
ど
で
み
る
限
り
で
は
、
独
立
し
た
町
家
と

と
も
に
、
ど
う
も
初
期
は
表
通
り
に
同
業
者
集
住
の
長
屋
店
舗
も
並
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
い
う
店
の
造
り
方
の

場

合
、
客
と
の
対
応
は
店
前
で
行
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
い
き
お
い
店
前
に
庇

を
さ
し
出
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
長
屋
式
店
舗
で
あ
る
た
め
、
庇
も

一
連

の
、
つ
ま
り
ア
ー
ケ
ー
ド
状
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
暦
大
火
後

の
町
触
れ

に

よ
る
と
、
江
戸
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
設
け
ら
れ
て
い
る
庇
は

幅
一
間
で
、
こ
の
う
ち
半
分
は
公
道
だ
が
半
分
の
三
尺
は
町
人
側
が
供
出
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
町
人
側
が
公
道
側
に
庇

を
さ
し
出
し
て
く
る
動
き
を
利
用
し
て
、
幕
府
が
町
並
景
観
を
整
備
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に

設

計
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
江
戸
の

店
舗
は

庇
に

接

す
る
内
側
に
踏
み
込
み
土
間
を
と
る
か
、
又
は
土
間
な
し
で
直

接
店
舗
に

接
す

る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
前
面
が
開
放
さ
れ
る
形

と
な
る
。
京
都
な
ど
の
店
舗
の
場
合
、
通
り
ニ
ワ
形
式
で
あ
る
か
ら
、
店
は
直

接

道
路
に
向
っ
て
開
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
客
は
い
っ
た
ん
通
り
ニ
ワ
に
入
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江戸の暖簾

っ

て

買
物
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
江
戸
の
よ
う
な
前
土
間
形
式
の
平
面
だ
と

庇
下
か

ら
直
接
か
、
あ
る
い
は
フ
ミ
コ
ミ
土
間
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
入
っ
て
買
物

が

で

き
る
。
こ
の
形
は
「
現
金
安
売
り
掛
値
な
し
」
と
い
う
標
語
で
知
ら
れ
る

「
店
前
売

り
」
、
つ
ま
り
、
店
前
で
数
多
く
の
客
と
接
す
る
新
し
い
商
法
に
対
応

す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ

の

場
合
、
問
題
は
庇
下
で
あ
る
。
当
時
は
こ
こ
を
犬
走
り
と
も
よ
ん
で
い

た

が
、
商
人
の
側
で
半
分
は
土
地
を
供
出
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
こ

は

あ
く
ま
で
も
公
道
の
一
部
で
あ
っ
て
、
店
内
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
次
第
に
業
務
が
拡
大
し
、
店
舗
が
大
規
模
に
な
り
は
じ
め
る

と
、
自
分
の
店
の
前
を
庇
下
の
部
分
ま
で
専
有
空
間
化
し
は
じ
め
る
。
と
い
っ

て

も
こ
こ
は
今
言
っ
た
よ
う
に
公
道
で
あ
る
か
ら
外
側
に
壁
を
作
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
こ
で
壁
で
あ
っ
て
壁
で
な
い
太
鼓
幕
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
な
ら
あ
く
ま
で
も
暖
簾
で
あ
る
か
ら
法
律
違
反
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
も
腰
瓦
の
内
側
に
は
前
柵
と
い
う
ベ
ソ
チ
ま
で
置
い
て
い
る
。
庇
下
は
完

全
に

店
舗
と
し
て
使
え
る
わ
け
で
あ
る
。
中
に
は
庇
下
の
隣
と
の
境
に
仕
切
り

を
し
て
、
専
有
空
間
化
を
一
層
は
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
う
店
も
出
て
来
た
。
こ

の
た

め

初
期
は

庇
下
は

道
路

と
同
じ
に
自
由
に
通
り
抜
け
出
来
た
の
が
、
出
来

な
く
な
っ
て
し
ま
う
例
も
多
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
ん
な
場
合
で
も
夜
間

は

庇
内
側
の
店
舗
の
戸
を
閉
め
て
し
ま
う
た
め
、
庇
下
は
あ
く
ま
で
戸
外
と
な

る
。
つ
ま
り
太
鼓
幕
は
非
常
に
う
ま
い
法
律
の
が
れ
の
便
法
だ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
て
み
る
と
太
鼓
幕
に
同
じ
パ
タ
ー
ソ
の
屋
号
の

図
柄
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
の
も
必
ず
し
も
意
匠
の
画
一
化
と
い
う
こ
と
だ
げ

で

は

な
く
て
、
　
一
種
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
表
現
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
庇
下
は
江
戸
時
代
の
う
ち
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
は
あ
っ
た

が
、
と
に
か
く
細
々
な
が
ら
公
共
的
空
間
と
し
て
の
面
目
は
保
ち
つ
づ
け
て
い

た

の
で

あ
る
が
、
明
治
初
年
の
地
租
改
正
の
時
点
で
は
私
有
地
と
し
て
と
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ

う
し
た
庇
下
の
専
有
空
間
化
と
い
う
動
き
は
全
国
各
地
で
も
み
ら
れ
、
こ

れ

は

日
本
の
近
世
都
市
の
基
本
的
性
格
を
形
成
す
る
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ

る
が
、
た
だ
し
京
都
の
場
合
は
近
世
の
段
階
で
は
も
ち
ろ
ん
、
近
代
に
至
っ
て

も
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
種
々
の
要
因

が

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
一
つ
に
は
中
世
末
な
い
し
近
世
初
頭
の
時
点
で
町
家
と

し
て
の
一
定
の
形
式
が
出
来
上
が
り
、
そ
れ
が
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
京
都
の
場
合
は
庇
下
を
自

分
の

店
先
に
と
り
込
む
と
い
う
よ
う
な
身
勝
手
を
互
い
に
い
ま
し
め
合
っ
て
い

た

と
い
う
面
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
根
底
に
は
京
都
の

町
衆

を
強
く
規
制
し
て
い
る
中
世
以
来
の
共
同
体
意
識
と
、
そ
れ
を
支
え
る
自

治
の

精
神
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
こ
こ
に
都
市
と
し
て
の
京
都
の

本
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
現
在

で

も
京
都
に
は
暖
簾
を
下
げ
て
い
る
店
は
多
い
し
、
か
け
方
も
東
京
な
ど
と
比
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二，江戸時代の暖簾

べ

る
と
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
か
け
方
を
し
て
い
る
店
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ

う
し
て
み
る
と
太
鼓
幕
は
よ
く
も
悪
く
も
江
戸
と
い
う
都
市
の
あ
り
様
を

象
徴
的
に

示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
近
世
か
ら
近
代
へ
と

つ

な
が
る
都
市
の
あ
り
よ
う
の
本
質
的
な
部
分
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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標
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』
岩
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一
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年
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』
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書
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一
九
六
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年
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史
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八
五
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