
家
康
公
は
サ
カ
ナ
が
お
好
き

摂
津
国

せ
っ
つ
の
く
に

か
ら
出
て
き
た
森
孫
右
衛
門

も
り
ま
ご
え
も
ん

一
族

が
江
戸
前
の
海
で
網
を
ひ
き
は
じ
め
た
頃
、

あ
る
日
の
こ
と
雪
の
よ
う
な
小
魚
が
網
に
か

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
見
た
こ
と
の

な
い
魚
で
、
細
い
魚
体
に
は
葵
の
模
様
が
あ

ら
わ
れ
て
い
ま
す
。「
殿
様
の
紋
所
が
出
て
い

る
」
驚
い
て
届
け
出
る
と
、
奉
行
安
藤
対
馬
守

あ
ん
ど
う
つ
し
ま
の
か
み

も
「
こ
れ
は
不
思
議
」
と
首
を
か
し
げ
、
事

の
次
第
を
家
康
公
に
お
伝
え
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
家
康
は
、
こ
の
魚
な
ら
よ
く
知

っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
余
が
三
河
に
あ
る

と
き
に
漁
師
ど
も
が
食
膳
に
供
し
て
く
れ
た

も
の
だ
。
ゆ
く
り
な
く
江
戸
に
お
い
て
漁
を

見
た
の
は
ま
こ
と
吉
兆
な
り
、
と
た
い
そ
う

お
よ
ろ
こ
び
に
な
っ
た
の
で
、
孫
右
衛
門
ら

は
大
い
に
面
目
を
施
し
ま
し
た
。
以
来
家
康

在
世
中
は
こ
の
魚
―
―
し
ら
う
お

．
．
．
．

を
献
上
品

の
み
に
限
る
御
止
魚

お
と
め
う
お

と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
し
ら
う
お

．
．
．
．

の
価
値
を
高
め
る
た
め

の
後
世
の
つ
く
り
話
で
す
。
し
ら
う
お

．
．
．
．

は
家

康
の
江
戸
入
国
に
際
し
て
尾
張
か
ら
運
ん
だ

と
い
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
移
植
し
た
か
は

不
明
で
す
が
、
繁
殖
期
間
を
御
止
魚
と
し
て

禁
漁
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

家
康
の
巷
説
に
魚
が
よ
く
登
場
し
ま
す
。

彼
は
目
刺
し
を
好
ん
で
食
べ
、
駿
河
の
甘
鯛

を
こ
よ
な
く
愛
し
、
鯛
の
天
麩
羅
で
命
を
落

と
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
伝
説
通
り
に
生

来
の
魚
好
き
で
あ
る
な
ら
、
遠
く
摂
津
国
か

ら
呼
び
寄
せ
た
森
一
族
に
命
じ
る
の
は
、「
う

ま
い
魚
を
用
意
し
ろ
」
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

幕
府
の
御
膳
魚
御
用
を
賜
っ
た
魚
河
岸
は
家

康
の
魚
好
き
の
産
物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

お
魚
御
用
は
無
償
の
奉
仕

御
膳
魚
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
献
上
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
魚
河
岸
の
古
典
資
料

『
日
本
橋

に
ほ
ん
ば
し

魚
市
場

う
お
い
ち
ば

沿
革

え
ん
か
く

紀
要

き
よ
う

』
に
は
、
慶
長
九

年
（
一
六
〇
四
）
七
月
十
七
日
「
若
宮
様
御

誕
生
御
七
夜

お

し

ち

や

御
祝
い
の
儀
、
御
魚
御
用
を
申

し
付
け
ら
れ
、
鮮
鯛

せ
ん
だ
い

二
百
枚
と
鰡ぼ

ら

、
鱸

す
ず
き

ほ
か

の
品
々
」
を
差
し
上
げ
、
そ
の
褒
美
と
し
て

「
金
百
七
十
五
両
、
銀
百
五
十
枚
」
を
頂
戴
し

た
と
あ
り
ま
す
。
若
宮
様
と
は
後
の
三
代
将

軍
家
光
公
の
こ
と
。
そ
の
お
誕
生
祝
い
に
祝

儀
魚
の
た
い
．
．

と
出
世
魚
の
ぼ
ら
．
．

、
す
ず
き

．
．
．

を

納
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
十
七
年
後
の

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
も
、
後
の
四

代
家
綱
公
誕
生
に
際
し
て
「
鮮
鯛
二
百
枚
そ

の
ほ
か
御
魚
御
用
品
々
」
を
相
勤
め
「
金
二

百
九
十
五
両
、
銀
百
五
十
枚
」
を
拝
領
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
魚
の
代
価
と
し
て
は
た
い
そ
う

な
報
酬
で
す
が
、
こ
れ
は
世
継
誕
生
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
ゆ
え
の
特
別
の
は
か
ら
い
で
し
ょ

う
。
む
し
ろ
日
常
の
魚
問
屋
の
奉
仕
へ
の
埋

め
合
わ
せ
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も

御
魚
上
納
は
上
物
の
た
い
．
．

で
す
ら
「
眼
の
下

一
寸
永
一
文
（
四
十
文
）」
と
い
う
、
お
話
に

な
ら
な
い
値
段
で
引
き
取
ら
れ
る
、
ほ
ぼ
無

償
に
等
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

納
魚
は
毎
朝
幕
府
膳
所
か
ら
の
指
令
を
受

け
た
市
場
の
月
行
事

が
ち
ぎ
ょ
う
じ

（
魚
問
屋
の
組
合
役
員

「
士
族
鮮
魚
を
嗜

た
し
なみ

、
常
に
言
ふ
。〔
三
日
肉
食
せ
ざ
れ
ば
骨
皆
離
る
〕
と
。
毎
日
幾
万
の
水
族

す
い
ぞ
く

、

之
を
荏
戸
人

え
ど
じ
ん

の
腹
中
に
葬
る
」
江
戸
末
期
の
市
井
風
俗
を
漢
文
で
活
写
し
た
寺
門
静
軒

て
ら
か
ど
せ
い
け
ん

『
江
戸

え

ど

繁
昌
記

は
ん
じ
ょ
う
き

』
の
一
節
で
す
。
江
戸
の
人
び
と
は
鮮
魚
を
三
日
食
べ
な
け
れ
ば
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
と

い
う
す
る
ほ
ど
の
魚
好
き
。
静
軒
は
夥

お
び
た
だし

い
魚
が
あ
ふ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
市
場
の
様
子
を

諧
謔

か
い
ぎ
ゃ
くに

満
ち
た
筆
致
で
描
き
出
し
て
み
せ
ま
す
。
幕
府
の
御
膳
賄

ご
ぜ
ん
ま
か
な
いと

し
て
誕
生
し
た
魚
河
岸
は
、

そ
の
発
展
と
と
も
に
市
民
の
魚
食
を
隆
盛
に
み
ち
び
き
ま
し
た
。
江
戸
に
花
開
く
魚
食
文
化
の
流
れ

を
、
魚
河
岸
の
で
き
ご
と
を
通
し
て
俯
瞰
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

冨岡一成
（とみおか いっせい）

1962年東京生まれ。魚河岸野郎㈱取締役。
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地市場に勤務。
日本橋時代から連綿と続く“河岸の気風”
を身をもって知り、十年前から市場の古
老から聞き取りを開始。その後、ＨＰ
『魚河岸野郎』『築地の魚河岸野郎』の制
作に携わり、幅広い史実調査に基づいた
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挿
絵
・
森
火
山

第
二
回
　
お
江
戸
は
魚
盛
り

魚
食
文
化
四
世
紀
の
歴
史
発
掘



が
交
替
で
勤
め
た
）
が
月
ご
と
に
定
め
ら
れ

た
地
域
の
魚
問
屋
か
ら
品
物
を
取
り
ま
と
め

て
納
入
し
ま
す
。
納
魚
は
何
を
差
し
置
い
て

も
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
、
寛
永
二
十
一
年

（
一
六
四
四
）
制
定
の
魚
問
屋
法
式
書
で
も
規

定
さ
れ
、
隠
し
売
り
、
脇
揚

わ
き
あ

げ
（
こ
っ
そ
り

と
魚
を
仕
入
れ
る
こ
と
）
を
厳
禁
し
て
い
ま

す
。
法
で
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
よ

う
な
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
納

魚
は
後
に
代
価
が
定
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ

と
て
市
価
の
十
分
の
一
程
度
で
し
た
。
魚
河

岸
の
使
命
と
は
い
え
、
大
き
な
負
担
を
強
い

ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。鯛

と
鯉
の
御
用
役

納
魚
が
負
担
だ
っ
た
理
由
に
、
魚
種
が
限

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
い
．
．

、
こ．

い．
、
ひ
ら
め

．
．
．

、
し
ら
う
お

．
．
．
．

と
い
っ
た
高
級
魚

が
中
心
。
さ
ん
ま

．
．
．

や
い
わ
し

．
．
．

、
こ
は
だ

．
．
．

な
ど

多
獲
魚
は
除
外
さ
れ
ま
す
。
落
語
『
目
黒
の

サ
ン
マ
』
で
は
家
光
公
が
生
ま
れ
て
初
め
て

の
さ
ん
ま

．
．
．

の
味
に
驚
き
ま
す
が
、
誇
張
は
あ

れ
、
お
上
は
下
魚
を
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

流
通
量
の
少
な
い
白
身
の
魚
で
す
か
ら
、

将
軍
家
、
大
奥
か
ら
大
名
、
旗
本
に
い
た
る

需
要
を
満
た
す
に
は
魚
河
岸
の
集
荷
能
力
向

上
は
不
可
欠
で
す
。
と
り
わ
け
祝
事
に
も
日

頃
の
食
膳
に
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
た
い
．
．

の
安
定
確
保
は
重
要
で
、
魚
河
岸
で
も
鯛
御

用
役
と
い
え
ば
格
別
の
役
柄
で
し
た
。

大
和
桜
井
か
ら
出
て
き
た
大
和
屋
助
五
郎

や
ま
と
や
す
け
ご
ろ
う

が
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
始
め
た
活
鯛

事
業
は
流
通
の
し
く
み
を
変
え
ま
し
た
。
か

れ
は
生
産
地
に
多
額
の
仕
入
金
を
与
え
て
浜

の
魚
を
す
べ
て
押
さ
え
ま
す
。
そ
し
て

活
鯛
船

い
け
だ
い
せ
ん

と
い
う
生
簀

い
け
す

を
備
え
た
船
を
建
造
、

満
載
し
た
た
い
．
．

を
江
戸
へ
送
り
ま
す
。
そ
れ

は
大
き
な
資
力
と
技
術
を
要
す
る
大
事
業
で

し
た
。
漁
業
や
運
搬
の
設
備
と
共
に
、
俗
に

「
針
す
る
」
と
称
す
る
た
い
．
．

の
体
内
に
針
を
刺

し
て
人
工
的
に
水
圧
を
調
整
さ
せ
る
と
い
っ

た
畜
養

ち
く
よ
う

技
術
ま
で
も
が
そ
こ
に
含
ま
れ
ま
す
。

多
く
の
困
難
を
克
服
し
た
助
五
郎
は
鯛
御
用

役
を
代
々
勤
め
、
巨
万
の
富
を
得
ま
す
。
そ

し
て
後
年
に
は
魚
河
岸
の
対
岸
、
四
日
市
町

の
一
画
に
「
活
鯛
屋
敷
」
を
拝
領
す
る
栄
誉

に
あ
ず
か
り
ま
し
た
。

た
い
．
．

が
海
の
魚
の
代
表
な
ら
川
魚
の
王
者

は
こ
い
．
．

で
し
た
。
正
月
料
理
は
じ
め
武
家
の

食
膳
に
は
こ
い
．
．

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
鯉
御
用

役
に
は
孫
右
衛
門
ら
と
共
に
摂
津
国
か
ら
き

た
井
上

い
の
う
え

与
市
兵
衛

よ

い

ち

べ

え

が
任
命
さ
れ
ま
す
。
与
市

兵
衛
は
鯉
屋
と
い
う
商
号
を
名
の
り
、
深
川

辺
に
大
き
な
活い

け

洲す

を
囲
い
ま
す
。
毎
朝
そ
こ

か
ら
船
で
日
本
橋
へ
搬
送
し
、
市
場
内
に
設

け
た
活
船
に
貯
蔵
し
て
御
用
に
備
え
ま
し
た
。

鯉
役
も
ま
た
大
変
に
重
要
な
役
目
で
し
た
の

で
、
そ
こ
に
は
格
段
の
権
限
が
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
た
と
え
ば
臨
時
の
需
要
の
際
や
、
水

害
な
ど
で
活
洲

い
け
す

に
被
害
が
あ
っ
て
御
用
を
果

た
せ
な
い
と
き
に
は
、
江
戸
市
中
ど
の
家
の

池
か
ら
で
も
こ
い
．
．

を
獲
っ
て
良
い
と
い
う
特

権
が
あ
り
ま
し
た
。
家
の
者
が
こ
れ
を
拒
ん

で
魚
を
隠
し
た
り
す
る
と
、
夜
中
に
鯉
屋
の

者
が
屋
敷
の
外
で
じ
っ
と
耳
を
澄
ま
し
て
い

て
、
池
で
こ
い
．
．

の
は
ね
る
音
が
き
こ
え
る
と

『
御
用
だ
』
と
押
し
入
っ
た
、
な
ど
と
い
う
ま

こ
と
し
や
か
な
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

こ
い
．
．

は
常
に
需
要
が
高
く
、
鯉
屋
は
大
変

に
儲
か
り
ま
し
た
。
与
市
兵
衛
の
孫
に
あ
た

る
の
が
俳
人
松
尾
芭
蕉

ま
つ
お
ば
し
ょ
う

の
高
弟
と
し
て
名
高

い
杉
山

す
ぎ
や
ま

杉
風

さ
ん
ぷ
う

で
す
。
若
き
日
に
芭
蕉
は
日
本

橋
魚
河
岸
に
草
鞋

わ
ら
じ

を
脱
い
だ
と
い
い
ま
す
。

そ
の
際
に
杉
風

さ
ん
ぷ
う

は
師
を
献
身
的
に
庇
護
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
も
鯉
屋
の

経
済
力
で
し
た
。
芭
蕉
庵
は
深
川
に
あ
っ
た

活
洲
の
番
小
屋
を
つ
く
り
替
え
た
も
の
で
、

茂
っ
て
い
た
芭
蕉
か
ら
そ
の
名
が
取
ら
れ
た

と
い
い
ま
す
。”古
池
や
蛙
と
び
こ
む
水
の
音
“の

有
名
な
句
は
こ
い
．
．

の
畜
養
場
の
情
景
を
詠
ん

だ
も
の
で
す
。

大
和
屋
助
五
郎
も
井
上
与
市
兵
衛
も
魚
河

岸
の
礎
を
築
い
た
事
業
家
で
す
。
か
れ
ら
は

新
天
地
江
戸
に
お
い
て
魚
ビ
ジ
ネ
ス
を
興
し

ま
し
た
。
そ
れ
に
続
く
日
本
橋
の
魚
問
屋
た

ち
も
ま
た
、
そ
の
出
自
は
漁
師
で
な
く
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
商
人
で
あ
っ
た
の
で
す
。
か
れ

ら
は
納
魚
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
幕
府
の
お
墨

付
き
を
楯
に
産
地
を
独
占
し
て
い
き
ま
す
。

御
膳
賄
の
建
前
は
遵
守

じ
ゅ
ん
し
ゅ

す
る
必
要
が
あ
り
、

す
べ
か
ら
く
幕
府
御
用
の
威
光
は
魚
河
岸
の

商
売
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。

銭
の
水
に
魚
が
泳
ぐ

元
禄
の
頃
（
一
六
八
八
―
一
七
〇
四
）
に

は
江
戸
の
経
済
は
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
。

物
価
高
騰

イ

ン

フ

レ

も
結
果
的
に
金
銀
の
幅
を
利
か
す

世
を
助
長
し
て
い
き
ま
す
。「
商

あ
き
な
いに

暇
な
く
銭

は
水
の
如
く
流
れ
、
白
銀
は
雪
の
如
し
」
と

井
原

い
は
ら

西
鶴

さ
い
か
く

が
『
世
間

せ
け
ん

胸
算
用

む
ね
ざ
ん
よ
う

』
の
な
か
で
謳う

た

っ
た
活
況
の
主
役
は
町
人
で
し
た
。
幕
府
財

政
か
ら
失
わ
れ
た
金
銀
は
結
果
的
に
町
人
層

に
流
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
身
分
で
は
武
家

に
到
底
敵
わ
な
い
町
人
が
財
力
で
対
抗
し
て

い
く
風
潮
が
生
ま
れ
ま
す
。

日
本
橋
魚
河
岸
の
ハ
テ
ナ
？
コ
ラ
ム

日
本
橋
魚
河
岸
の
創
始
者
と
そ
の
時
代
的
背
景
に
つ
い
て

日
本
橋
魚
河
岸
の
開
祖
と
な
る
人
物
は
、
現
在
の
大
阪
湾

北
部
に
位
置
す
る
摂
津
西
成
郡
佃
村
の
名
主
森
孫
右
衛
門
。

孫
右
衛
門
は
徳
川
家
康
公
と
の
奇
縁
な
出
会
い
の
後
、
天

正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
秀
吉
の
小
田
原
城
攻
め
の
際
に
家

康
軍
の
一
支
隊
が
江
戸
城
を
奪
取
し
た
俗
に
言
う
「
家
康
の

江
戸
入
府
」
に
孫
右
衛
門
等
も
家
康
公
に
従
い
、
江
戸
へ
と

入
っ
た
こ
と
が
古
文
書
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
江
戸
城
攻
撃
軍
の
進
駐
を
意
味
す
る
も
の
だ
が
、
孫
右
衛

門
一
族
に
と
っ
て
の
江
戸
進
出
の
第
一
歩
で
も
あ
っ
た
。

家
康
公
と
孫
右
衛
門
の
関
わ
り
に
は
謎
め
い
た
諸
説
が
あ

る
が
、
孫
右
衛
門
は
家
康
公
が
伏
見
在
城
の
折
に
は
御
膳
魚

の
調
達
に
仕
え
た
り
、「
本
能
寺
の
変
」
で
は
、
伊
勢
か
ら

三
河
ま
で
の
舟
行
き
で
、
家
康
の
逃
避
行
を
手
助
け
す
る
隠

密
め
い
た
こ
と
も
行
な
っ
て
い
た
。
ま
た
慶
長
十
九
年
（
一

六
一
四
）
の
大
坂
冬
の
陣
や
翌
元
和
元
年
の
夏
の
陣
で
は
、

軍
船
を
漁
船
に
偽
装
し
て
海
上
偵
察
や
敵
情
収
集
を
行
な
い

家
康
の
陣
営
に
報
告
し
仕
え
て
い
た
。

戦
時
に
功
を
上
げ
る
ほ
ど
の
彼
ら
は
、
単
な
る
漁
師
団
で

は
な
く
、
実
力
を
備
え
た
水
軍
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
広
く
江
戸
湾
の
漁
業
権
を
得
て
江
戸

城
へ
御
膳
魚
を
奉
納
す
る
特
権
を
得
て
い
た
こ
と
、
ま
た
佃

島
と
い
う
居
住
地
ま
で
賜
る
の
は
、
家
康
公
か
ら
の
孫
右
衛

門
一
族
へ
の
論
功
行
賞
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
幕
府
に
よ
り
、
日
本
橋
本
小

田
原
町
に
魚
市
場
が
許
可
さ
れ
る
が
、
そ
の
数
年
前
か
ら
森

孫
右
衛
門
の
倅
九
左
衛
門
が
、
最
初
の
江
戸
の
城
下
町
が
成

立
し
た
道
三
堀
河
岸
界
隈
に
、
記
念
す
べ
き
初
の
魚
問
屋
を

始
め
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

●
以
上
は
『
フ
ー
ド
カ
ル
チ
ャ
ー
』
誌
既
刊
号
（
第
十
四
号
）
で
詳
し

く
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

（東京魚市場卸協同組合所蔵）



町
人
の
生
活
は
華
美
に
な
り
、
と
り
わ
け

衣
食
に
は
銭
を
つ
か
い
ま
す
。
お
歴
々
の
食

膳
に
上
が
る
よ
う
な
高
級
魚
を
食
す
こ
と
を

よ
ろ
こ
び
、
走
り
も
の
（
初
物
）
の
魚
に
法

外
な
金
額
を
出
し
て
見
栄
を
競
う
傾
向
は
す

で
に
寛
文
の
頃
（
一
六
六
一
―
七
三
）
か
ら

目
立
っ
て
い
ま
し
た
。
幕
府
は
寛
文
五
年

（
一
六
六
五
）
に
走
り
も
の
禁
止
令
を
出
し
て

魚
、
野
菜
の
出
回
る
時
期
を
定
め
て
い
ま
す
。

魚
で
は
、
ま
す
．
．

は
正
月
、
あ
ゆ
．
．

・
か
つ
お

．
．
．

は

四
月
、
さ
け
．
．

・
な
ま
こ

．
．
．

は
八
月
末
、
生
た
．
．

ら．
・
あ
ん
こ
う

．
．
．
．

・
ま
て
．
．

は
十
一
月
、
し
ら
う

．
．
．

お．
は
十
二
月
な
ど
と
規
制
を
加
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
町
人
の
大
名
気
分

は
な
か
な
か
収
ま
り
ま
せ
ん
。

と
く
に
威
勢
を
張
っ
た
も
の
に
初
鰹
の
値

段
が
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
天
明
期
（
一
七
八

一
―
八
九
）
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
初
鰹
の
値

段
は
一
本
が
三
両
に
も
は
ね
上
が
っ
た
と
い

い
ま
す
。
相
州
な
ど
に
揚
が
っ
た
か
つ
お

．
．
．

は

八
丁
艪
の
押
送
舟

お
し
ょ
く
り

や
猪
牙
舟

ち

ょ

き

な
ど
当
時
の
高

速
船
と
、
馬
に
よ
る
陸
送
と
が
、
海
と
陸
で

競
争
す
る
よ
う
に
夜
の
魚
河
岸
に
届
き
ま
す
。

先
を
争
う
よ
う
に
取
引
さ
れ
、
大
急
ぎ
で
市

中
に
売
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
初
鰹
売
り
は
た

い
そ
う
鼻
息
が
荒
く
、
値
切
る
客
に
は
「
私

は
売
り
た
い
が
魚
が
イ
ヤ
だ
と
い
う
の
で
ね
」

な
ど
と
断
っ
た
と
い
い
ま
す
。

初
鰹
の
狂
騒
的
な
話
題
に
は
事
欠
き
ま
せ

ん
が
、
こ
の
時
代
に
大
分
限
と
な
っ
た
豪
商

紀
伊
国
屋
文
左
衛
門

き
の
く
に
や
ぶ
ん
ざ
え
も
ん

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
特
に

有
名
で
す
。

あ
る
と
き
紀
文

き
ぶ
ん

が
吉
原
の
大
店
を
仕
切
る

重
兵
衛

じ
ゅ
う
べ
え

と
い
う
者
に
、
今
年
は
初
鰹
を
ぜ
ひ

吉
原
で
食
い
た
い
か
ら
、
何
と
か
江
戸
に
一

本
も
入
ら
な
い
う
ち
に
料
理
し
て
食
わ
せ
る

よ
う
に
し
て
く
れ
、
と
頼
み
ま
し
た
。
重
兵

衛
は
す
べ
て
の
魚
問
屋
に
前
金
を
打
ち
、
か．

つ
お
．
．

の
荷
を
全
部
押
さ
え
ま
す
。
や
が
て
紀

文
が
大
勢
を
ひ
き
連
れ
て
吉
原
へ
や
っ
て
く

る
と
、
た
っ
た
一
本
の
か
つ
お

．
．
．

を
料
理
し
て

出
し
ま
し
た
。
何
し
ろ
大
勢
な
の
で
、
あ
っ

と
い
う
間
に
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
っ
と

な
い
か
と
催
促
す
る
け
れ
ど
も
重
兵
衛
は
出

し
ま
せ
ん
。
紀
文
が
何
故
次
を
出
さ
な
い
の

か
と
い
う
と
、
重
兵
衛
は
大
き
な
箱
の
フ
タ

を
取
り
、
か
つ
お

．
．
．

は
こ
ん
な
に
あ
り
ま
す
が
、

初
鰹
は
一
本
の
み
で
す
。
残
り
は
あ
と
で
皆

に
や
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
い
い
ま
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
紀
文
は
と
て
も
よ
ろ
こ
び
、
五

十
両
を
褒
美
に
与
え
ま
し
た
。

太
平
の
世
に
勢
い
を
失
っ
て
い
く
武
家
。

そ
れ
と
対
照
的
に
財
力
に
よ
っ
て
台
頭
す
る

町
人
層
。
い
か
に
軽
薄
な
消
費
景
気
で
も
、

か
れ
ら
は
魚
河
岸
に
は
良
い
お
客
で
し
た
。

低
廉
な
納
魚
よ
り
も
、
町
方
に
高
く
売
り
つ

け
る
に
如
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
魚
河
岸
は
幕

府
御
用
の
名
誉
と
既
得
権
益
は
手
放
さ
ず
、

表
向
き
納
魚
第
一
と
し
な
が
ら
、
市
中
売
り

の
儲
け
に
血
道
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。

江
戸
前
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
一
月
二
十

三
日
未
明
、
房
総
南
岸
沖
を
震
源
と
し
て
発

生
し
た
元
禄
大
地
震
と
直
後
の
大
火
に
よ
り

江
戸
は
大
被
害
を
受
け
ま
す
。
そ
の
焼
け
跡

に
多
数
の
田
楽

で
ん
が
く

売
り
が
出
ま
し
た
。
一
串
三

文
は
罹
災
民
に
あ
り
が
た
く
、
普
段
は
買
食

い
の
風
習
の
な
い
武
士
ま
で
が
口
に
し
ま
す
。

災
害
が
契
機
と
な
り
江
戸
に
外
食
産
業
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

明
暦
の
大
火
（
一
六
五
七
年
）
の
と
き
に

も
浅
草
に
奈
良
茶
飯
を
売
る
店
が
現
れ
て
い

ま
す
。
茶
飯
と
い
っ
し
ょ
に
豆
腐
汁
や
煮
し

め
、
煮
豆
な
ど
セ
ッ
ト
メ
ニ
ュ
ー
を
出
し
て

評
判
を
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
飲
食
店
の
は

じ
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
手
の
店
は
次

第
に
手
の
こ
ん
だ
料
理
を
提
供
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
食
器
、
調
度
ま
で
贅
を
つ
く
し

た
料
理
屋
、
料
亭
へ
と
高
級
化
し
て
い
き
、

武
家
や
商
人
の
接
待
、
商
談
や
文
人
墨
客
ら

の
食
通
に
供
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
庶
民
に
は
振
売
り
や
簡
易
な
屋
台

売
り
の
食
べ
も
の
を
楽
し
む
風
情
が
広
が
り

ま
す
。
江
戸
の
庶
民
の
多
く
は
職
人
な
ど
、

身
体
が
資
本
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、

食
べ
る
も
の
に
は
銭
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。
財

を
蓄
え
る
な
ど
生
涯
縁
の
な
い
、
一
種
刹
那

的
な
気
持
ち
も
あ
い
ま
っ
て
、
食
べ
る
こ
と

は
何
よ
り
の
楽
し
み
と
な
り
ま
す
。
手
軽
に

食
べ
ら
れ
、
安
価
だ
が
う
ま
く
て
精
が
つ
く

も
の
を
求
め
ま
し
た
。
蕎
麦
、
鰻
、
天
ぷ
ら
、

元和（1615-24）の頃に魚を入れる盤台がつくられる。次第に取引が盛んになってきた

男たちのかけ声も勇ましい八丁艪は当時最も船足が速く頑丈とされた。しかし大時化となればひとたまりもなく転覆し、男たちの命もはかなく消え、女だけが残される。別名「後家船」と呼ばれた
（東京魚市場卸協同組合所蔵）



寿
司
な
ど
和
食
の
多
く
は
、
江
戸
庶
民
の
要

求
に
か
な
う
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
と
し
て
生
ま

れ
た
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
江
戸
前
の
海
の

豊
富
な
魚
貝
は
、
か
れ
ら
の
胃
袋
を
満
た
す

主
要
な
食
材
で
し
た
。

江
戸
前
と
い
う
と
連
想
さ
れ
る
の
は
寿
司

で
す
が
、
最
初
に
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
的
に
江

戸
前
を
う
た
っ
た
の
は
鰻
屋
で
し
た
。
う
な
．
．

ぎ．
は
そ
の
土
地
で
獲
れ
た
も
の
に
限
る
、
他

の
場
所
か
ら
運
ん
で
き
た
も
の
は
「
旅
鰻

た
び
う
な
ぎ

」

と
い
っ
て
嫌
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
地
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
う
な
ぎ

．
．
．

を
江
戸
前

と
呼
ん
だ
時
代
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
前
鰻
は

素
焼
き
に
し
た
あ
と
で
蒸
し
、
タ
レ
を
つ
け

て
再
び
焼
き
上
げ
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で

余
分
な
脂
が
抜
け
て
ふ
っ
く
ら
仕
上
が
り
ま

す
。
関
西
の
鰻
料
理
と
一
線
を
画
す
と
こ
ろ

は
江
戸
前
の
面
目
躍
如
で
し
ょ
う
。

う
な
ぎ

．
．
．

は
な
か
な
か
難
し
い
食
べ
物
で
、

地
の
物
に
限
る
、
店
で
食
べ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
冷
め
た
ら
い
け
な
い
、
ご
飯
を
い
っ

し
ょ
に
出
さ
な
い
、
な
ど
の
習
慣
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
と
て
も
不
自
由
で

す
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
人
に
う
な
ぎ

．
．
．

を
ご

馳
走
す
る
と
き
に
は
先
に
鰻
屋
に
代
金
を
払

い
、
そ
の
受
け
取
り
を
相
手
に
渡
し
て
好
き

な
と
き
に
食
べ
て
も
ら
う
「
う
な
ぎ
切
手

．
．
．
．
．

」

は
現
代
の
商
品
券
に
も
通
じ
ま
す
。
箱
の
な

か
に
熱
く
し
た
お
か
ら

．
．
．

を
詰
め
て
そ
の
上
に

う
な
ぎ

．
．
．

を
乗
せ
て
持
ち
帰
れ
る
よ
う
に
す
る
。

こ
れ
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
最
初
で
し
ょ
う
。

人
形
町
の
芝
居
小
屋
の
支
配
人
だ
っ
た
大
久

お
お
く

保ぼ

今
助

い
ま
す
け

の
発
案
と
い
わ
れ
る
「
う
な
丼
」
は

丼
物
の
元
祖
。「
土
用
丑
の
日
」
に
食
べ
る
も

の
と
定
着
さ
せ
た
の
は
平
賀
源
内

ひ
ら
が
げ
ん
な
い

が
仕
掛
け

た
商
品
コ
ピ
ー
の
先
駆
け
に
よ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
う
な
ぎ

．
．
．

を
食
べ
や
す
く
す
る
よ
う
に

「
割
り
箸
」
が
普
及
し
ま
す
。
鰻
料
理
を
楽
し

む
た
め
の
工
夫
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
外
食
文
化

の
様
式
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

く
る
ま
え
び

．
．
．
．
．

、
あ
な
ご

．
．
．

、
き
す
．
．

、
い
か
．
．

、

ぎ
ん
ぽ

．
．
．

、
貝
柱
（
ば
か
が
い

．
．
．
．

）。
江
戸
前
の
魚

貝
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
天
ぷ
ら
も
屋
台
店

で
は
じ
ま
り
、
ひ
と
つ
四
文
と
い
う
値
段
の

安
さ
と
う
ま
さ
で
た
ち
ま
ち
流
行
し
ま
し
た
。

そ
の
起
源
は
大
坂
か
ら
き
た
利
助
と
い
う
者

が
江
戸
に
は
魚
の
揚
げ
物
が
な
い
の
で
こ
れ

を
辻
売
り
し
た
こ
と
に
遡
り
ま
す
。
利
助
が

こ
の
売
り
物
の
名
前
を
知
人
の
山
東

さ
ん
と
う

京
伝

き
ょ
う
で
ん

に

相
談
し
た
と
こ
ろ
「
天
麩
羅
」
と
書
い
て
よ

こ
し
ま
す
。
ど
う
い
う
意
味
か
、
と
た
ず
ね

る
と
京
伝
は
「
お
前
は
天
竺
浪
人
で
ふ
ら
り

と
江
戸
に
来
た
か
ら
天
ふ
ら
だ
。
麩
は
小
麦

粉
、
羅
は
薄
も
の
よ
」
と
答
え
ま
す
。
も
っ

と
も
こ
の
話
は
眉
ツ
バ
ら
し
く
、
天
ぷ
ら
は

安
土
桃
山
時
代
に
南
蛮
船
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
た
西
洋
料
理
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、
最
初

の
天
ぷ
ら
は
コ
チ
コ
チ
に
固
い
フ
ラ
イ
の
よ

う
な
も
の
で
、
魚
貝
の
ジ
ュ
ー
シ
ー
さ
を
残

す
サ
ク
サ
ク
の
天
ぷ
ら
は
江
戸
後
期
に
な
っ

て
現
れ
ま
し
た
。

寿
司
の
原
形
は
「
な
れ
ず
し
」
と
い
わ
れ

ま
す
。
飯
の
発
酵
で
魚
を
熟
成
さ
せ
る
保
存

食
で
、「
鮓す

し

」
と
い
わ
れ
る
由
縁
で
す
。
飯
を

取
り
の
ぞ
い
て
食
べ
ま
す
が
、
こ
れ
を
い
っ

し
ょ
に
食
べ
て
し
ま
お
う
と
い
う
飯
鮓

い
い
ず
し

が
後

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
飯
に
酢
を
加
え

る
こ
と
で
発
酵
を
待
た
ず
に
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
「
早
鮨

は
や
ず
し

」
が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ

は
一
夜
で
つ
く
れ
る
た
め
、
手
早
い
こ
と
を

好
む
江
戸
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
早
鮨
」
の
担
い

売
り
、
屋
台
売
り
が
流
行
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
お
よ
そ
化
政
期
（
一
八
〇
四
―
三
〇
）

に
出
現
し
た
「
に
ぎ
り
寿
司
」
は
、
そ
れ
ま

で
の
鮨
の
常
識
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
し

た
。
発
酵
を
さ
せ
な
い
、
保
存
食
で
も
な
い
、

江
戸
前
魚
の
新
鮮
味
を
生
か
す
即
製
料
理
に

変
わ
っ
た
の
で
す
。

「
に
ぎ
り
寿
司
」
の
創
始
者
に
つ
い
て
は
花は

な

屋や

与
兵
衛

よ

へ

い

の
「
与
兵
衛
寿
司
」
と
も
堺
屋

さ
か
い
や

松ま
つ

五
郎

ご
ろ
う

の
「
松
が
寿
司
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、

は
じ
め
て
に
ぎ
り
寿
司
を
見
た
人
び
と
は
、

寿
司
を
に
ぎ
る
手
つ
き
を
手
品
の
よ
う
だ
と

面
白
が
り
ま
し
た
。

魚
貝
を
中
心
と
す
る
江
戸
前
料
理
の
発
展

に
は
食
材
と
と
も
に
調
味
料
の
発
達
は
見
逃

せ
ま
せ
ん
。
濃
口
タ
イ
プ
の
醤
油
の
出
現
は

画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
刺
身
は

煎い

り
酒ざ

け

（
鰹
の
だ
し
汁
と
酒
を
煮
詰
め
塩
、

酢
で
調
製
す
る
）
や
辛
子
酢
な
ど
で
食
べ
て

い
た
の
が
、
江
戸
中
期
以
降
、
野
田
や
銚
子

で
改
良
さ
れ
た
地
廻
り
醤
油
の
普
及
に
よ
り
、

味
わ
い
も
調
理
法
も
広
が
り
ま
す
。
鰻
も
天

ぷ
ら
も
寿
司
も
醤
油
な
く
し
て
は
語
れ
ま
せ

ん
。
魚
は
最
強
の
調
味
料
と
の
出
会
い
に
よ

っ
て
「
三
日
食
べ
な
け
れ
ば
骨
が
バ
ラ
バ
ラ

に
な
る
」
と
い
う
ほ
ど
、
江
戸
人
の
貴
重
な

た
ん
ぱ
く
源
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で
す
。

小
田
原
町
の
繁
昌

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
寺
門
静
軒

て
ら
か
ど
せ
い
け
ん

に
よ

っ
て
書
か
れ
た
『
江
戸
繁
昌
記

え
ど
は
ん
じ
ょ
う
き

』
に
「
日
本

橋
魚
市
」
と
題
す
る
小
章
が
あ
り
、
市
場
の

情
景
が
戯
画
的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
、
か
な
り
の
意
訳
を
試
み
な
が
ら
静
軒
の

見
た
魚
河
岸
の
魚
を
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

魚河岸の木戸口　開市時には人の行き交うのも難しいほど雑踏をきわめた。入口付近にすし屋の屋台が見える（東京魚市場卸協同組合所蔵）

天明（1781-89）の頃　魚を並べた戸板を「板船」と
いうようになった。図は、安政年間（1954-60）の
頃で、左下では仲買がセリを行い、通路を行く地
方商人の姿も見える（東京魚市場卸協同組合所蔵）



「
春
の
空
に
は
か
れ
い

．
．
．

が
口
か
ら
水
気
を
大

い
に
吐
き
、
秋
風
の
頃
は
す
ず
き

．
．
．

が
溌
剌
と

し
て
い
る
」

か
れ
い

．
．
．

は
種
類
が
多
く
、
時
期
も
う
ま
い

食
べ
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
春
に
は
江
戸
前

の
ほ
し
が
れ
い

．
．
．
．
．

が
河
岸
に
並
ん
だ
こ
と
で
し

ょ
う
。
刺
身
に
脂

あ
ぶ
ら

を
求
め
な
い
、
軽
や
か
な

味
わ
い
が
か
つ
て
は
愛
さ
れ
ま
し
た
。
秋
風

が
吹
く
と
こ
い
．
．

の
洗
い
は
す
ず
き

．
．
．

に
と
っ
て

代
わ
ら
れ
ま
す
。
薄
く
切
り
冷
水
に
さ
ら
さ

れ
た
身
は
純
白
で
清
ら
か
。
口
中
に
広
が
る

は
か
な
く
も
淡
い
風
味
は
隋ず

い

の
煬
帝

よ
う
だ
い

を
し
て

天
下
一
品
と
い
わ
し
め
た
と
い
い
ま
す
。

「
夜
中
に
運
ば
れ
る
か
つ
お

．
．
．

は
ホ
ト
ト
ギ
ス

と
飛
ぶ
こ
と
を
く
ら
べ
、
夕
河
岸

ゆ

う

が

し

の
あ
じ
．
．

は

茄
子

な

す

と
時
を
く
ら
べ
る
」

初
鰹
は
八
丁
艪

は
っ
ち
ょ
う
ろ

の
か
け
声
も
勇
ま
し
く
、

飛
ぶ
鳥
と
競
争
す
る
勢
い
で
真
夜
中
に
市
場

に
到
着
し
ま
す
。
あ
じ
．
．

は
江
戸
前
魚
の
代
表
。

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
『
続
江
戸
砂

ぞ
く
え
ど
す
な

子ご

』
に
「
江
戸
前
鯵あ

じ

中な
か

ぶ
く
ら
と
云
う
、

随
一
の
名
産
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
江
戸
前

の
語
が
登
場
す
る
最
初
と
思
わ
れ
ま
す
。
夏

枯
れ
の
魚
市
場
が
あ
じ
．
．

の
入
荷
で
に
わ
か
に

色
め
き
ま
す
。
夕
河
岸
は
夏
の
夕
方
に
立
つ

江
戸
前
魚
の
特
売
市
。
も
う
ひ
と
仕
事
と

棒
手
振

ぼ
て
ふ
り

ら
も
活
気
づ
き
ま
す
。

「
生
簀

い
け
す

の
ぼ
ら
、
、

、
雪
詰
め
の
ふ
ぐ
．
．

、
あ
ん
こ

．
．
．

う．
の
腹
は
寒
く
、
ひ
ら
め

．
．
．

の
眼
は
冷
や
や
か

だ
」ぼ

ら
．
．

は
生
簀
に
入
っ
て
、
冬
の
ふ
ぐ
．
．

は
雪

詰
め
で
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
出
世
魚
の
ぼ
ら
．
．

は
幼
魚
お
ぼ
こ

．
．
．

、
二
歳
い
な
．
．

、
三
歳
す
ば
し

．
．
．

り．
、
四
歳
ぼ
ら
．
．

と
成
長
し
、
十
歳
を
経
て
と、

ど、
と
名
を
変
え
て
「
と
ど
の
つ
ま
り
」
と
な

り
ま
す
。
大
江
戸
の
台
所
の
あ
ま
り
水
が
海

川
に
流
れ
出
て
、
江
戸
前
の
海
は
五
穀

ご
こ
く

滋
味

う
ま
み

に
満
た
さ
れ
ま
す
。
そ
の
水
を
た
っ
ぷ
り
と

飲
ん
だ
若
魚
は
稲
魚

い

な

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
冬

の
味
覚
ふ
ぐ
．
．

は
「
て
っ
ぽ
う
」
と
い
い
、
当

た
る
と
恐
い
魚
で
す
。
し
か
し
精
度
の
低
い

当
時
の
鉄
砲
ゆ
え
「
滅
多
に
当
た
ら
な
い
」

の
例
え
で
も
あ
り
ま
し
た
。
別
の
通
り
名

「
と
み
」
も
庶
民
に
大
流
行
の
富
く
じ
が
「
ま

ず
当
た
ら
な
い
」
か
ら
つ
い
た
も
の
。
江
戸

で
は
チ
リ
で
は
な
く
ふ
ぐ
汁

、
、
、

を
吸
い
ま
す
。

”鮟
鱇

あ
ん
こ
う

は
唇
ば
か
り
残
る
な
り
“と
江
戸
川

柳
に
詠
ま
れ
た
よ
う
に
捨
て
る
と
こ
ろ
の
な

い
魚
。
俗
に
あ
ん
こ
う

．
．
．
．

の
七
つ
道
具
と
は
、

肝
（
肝
臓
）、
と
も
（
ひ
れ
）、
柳
（
頬
肉
）、

ぬ
の
（
卵
巣
）、
水
袋
（
胃
袋
）、
え
ら
、
皮
。

魚
を
食
べ
つ
く
す
工
夫
に
こ
そ
魚
食
の
奥
行

き
を
感
じ
ま
す
。「
左
ひ
ら
め

．
．
．

右
か
れ
い

．
．
．

」
は

眼
の
位
置
か
ら
両
者
を
見
分
け
る
方
法
で
す

が
、
そ
の
区
別
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
江
戸
で
は
大
き
い
も
の
を
ひ
ら
め

．
．
．

と

し
た
よ
う
で
す
。
赤
身
の
ま
ぐ
ろ

．
．
．

に
白
身
の

ひ
ら
め

．
．
．

、
季
節
に
は
紅
白
の
造
り
合
わ
せ
を

よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。

「
か
な
が
し
ら

．
．
．
．
．

、
ほ
う
ぼ
う

．
．
．
．

は
交
錯

こ
う
さ
く

し
尾
を

ひ
る
が
え
し
て
火
原

ひ
ば
ら

に
燃
え
、
ま
ぐ
ろ

．
．
．

と
は．

も．
が
枕
を
並
べ
る
」

金
頭

か
な
が
し
ら

と
当
て
る
語
呂
か
ら
、
兜
を
か
ぶ
っ

た
武
者
を
連
想
す
る
ほ
う
ぼ
う

．
．
．
．

の
姿
か
ら
、

共
に
縁
起
の
良
い
魚
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

市
場
で
は
祝
魚
ば
か
り
並
べ
る
「
赤
物
屋
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
め
で
た
い
魚
の
赤

い
色
を
火
が
原
に
燃
え
る
よ
う
だ
と
表
現
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
縁
起
の
良
く
な
い
魚
は
ま
ぐ
ろ

．
．
．

で

す
。
昔
は
し
び
．
．

と
い
い
ま
し
た
。
正
確
に
は

大
き
い
も
の
が
し
び
．
．

、
中
く
ら
い
が
ま
ぐ
ろ

．
．
．

で
す
が
、
こ
の
し
び
．
．

と
い
う
言
葉
が
「
死
日
」

に
つ
な
が
る
と
し
て
武
家
は
決
し
て
口
に
し

な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
江
戸
近
海
で
は

ま
ぐ
ろ

．
．
．

は
獲
れ
ま
せ
ん
。
氷
も
な
い
時
代
の

こ
と
、
遠
方
か
ら
運
ば
れ
る
ま
ぐ
ろ

．
．
．

は
鮮
度

が
落
ち
て
黒
ず
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
下
魚
扱

い
の
ま
ぐ
ろ

．
．
．

は
町
人
で
も
食
べ
る
の
を
恥
じ

る
、
と
ま
で
酷
評
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）、
伊
豆
、
相
模
な
ど

近
海
で
大
漁
を
み
る
椿
事
が
起
き
ま
す
。
蕎

麦
一
杯
十
六
文
の
と
き
に
三
、
四
人
前
の
ま．

ぐ
ろ
．
．

が
二
十
四
文
。
そ
れ
で
も
さ
ば
け
な
い

ほ
ど
だ
っ
た
の
で
、
目
先
の
利
く
者
が
寿
司

種
に
使
っ
た
の
が
ま
ぐ
ろ

．
．
．

ブ
ー
ム
の
始
ま
り

で
す
。
に
ぎ
り
寿
司
の
元
祖
花
屋
与
兵
衛
が

醤
油
に
ま
ぐ
ろ

．
．
．

を
漬
け
た
「
づ
け
」
を
握
っ

た
の
が
き
っ
か
け
と
も
い
い
ま
す
。
よ
く
食は

む
（
噛
み
つ
く
）
と
い
う
は
も
．
．

は
、
と
く
に

京
都
で
は
祇
園
祭
に
欠
か
せ
な
い
魚
と
し
て

珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。「
骨
切
り
」
の
技
も
鮮

や
か
な
高
級
魚
。
江
戸
で
は
蒲
焼
に
す
る
と

う
な
ぎ

．
．
．

よ
り
も
上
品
だ
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

「
た
こ
．
．

は
施
餓
鬼

せ

が

き

の
僧
よ
り
多
く
、
へ
い
け

．
．
．

が
に
．
．

の
脚
は
宿
無
し
の
虱

し
ら
み

よ
り
多
く
、
こ
ち
．
．

は
牛
町

う
し
ま
ち

の
牛
の
角
よ
り
多
く
、
さ
わ
ら

．
．
．

は
四

谷
の
馬
糞
よ
り
多
く
、
い
し
も
ち

．
．
．
．

の
首
は
賽さ

い

の
河
原
の
石
よ
り
多
く
、
え
い
．
．

の
背
は
地
獄

の
釜
の
蓋
よ
り
も
大
き
い
」

ず
ら
り
と
並
ぶ
た
こ
．
．

を
坊
主
の
頭
に
見
立

て
ま
す
が
、
頭
と
思
う
の
は
実
は
た
こ
．
．

の
胴

体
。
足
で
は
な
く
腕
で
、
そ
の
付
け
根
に
本

当
の
頭
が
あ
り
ま
す
。
臓
物

わ

た

を
取
っ
て
ぶ
つ

切
り
で
酒
と
味
醂
で
煮
込
む
桜
煮
は
関
西
に

多
く
、
江
戸
で
は
も
っ
ぱ
ら
酢
だ
こ

．
．
．

が
好
ま

れ
ま
し
た
。
江
戸
前
の
た
こ
．
．

は
小
豆
色
だ
っ

た
、
と
市
場
の
蛸
師
に
き
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
兵
士
の
表
情
を

甲
羅
に
浮
か
べ
る
へ
い
け
が
に

．
．
．
．
．

。
壇
の
浦
産

と
思
い
き
や
関
東
で
も
獲
れ
た
と
い
い
ま
す
。

鮪を出刃包丁で切りおろす。江戸時代、鮪は東北の牝鹿半島や九州の五島などから数日かけて運ばれた。熟成の遅い魚でも鮮度は落ちてしまう（東京魚市場卸協同組合所蔵）



で
も
本
当
に
市
場
で
売
ら
れ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。
堅
い
こ
ち
．
．

の
頭
は
芝
高
輪
の
牛
舎

の
牛
の
角
に
た
と
え
ま
す
。
そ
の
な
か
に
柔

ら
か
く
美
味
な
頬
肉
が
か
く
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
昔
の
人
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
四
谷
大

木
戸
の
駄
馬
の
落
し
物
に
さ
れ
て
は
さ
わ
ら

．
．
．

も
全
く
の
形
無
し
で
す
。
刺
身
に
煮
物
に
焼

物
に
楽
し
め
ま
す
が
、
繊
細
な
魚
で
身
く
ず

れ
し
や
す
い
の
が
難
物
。
江
戸
の
昔
も
現
代

も
市
場
で
は
さ
わ
ら

．
．
．

を
押
し
頂
く
よ
う
に
細

や
か
な
手
つ
き
で
扱
い
ま
す
。
河
原
の
石
の

よ
う
に
積
ま
れ
た
い
し
も
ち

．
．
．
．

も
幅
広
の
え
い
．
．

も
蒲
鉾
の
材
料
に
う
っ
て
つ
け
。
魚
河
岸
が

仕
舞
い
に
か
か
る
時
分
、
蒲
鉾
屋
か
ら
は

「
と
ん
と
こ
」
と
大
包
丁
で
魚
の
身
を
叩
く
音

が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
響
き
ま
し
た
。

「
な
ま
こ

．
．
．

の
砂
で
猪
肉
屋
の
壁
を
塗
り
、
い．

か．
の
墨
で
焼
き
イ
モ
屋
の
看
板
を
書
け
ば
い

い
」な

ま
こ

．
．
．

と
は
生
の
「
こ
」
の
こ
と
。
煎
っ

て
イ
リ
コ

．
．
．

、「
こ
」
の
腸わ

た

で
コ
ノ
ワ
タ

．
．
．
．

、
卵
巣

を
干
し
た
か
ら
コ
ノ
コ

．
．
．

（
こ
の
子
）
で
す
。

い
か
．
．

は
江
戸
前
の
も
の
が
市
場
に
あ
が
り
ま

す
が
、
昔
は
決
し
て
刺
身
で
は
食
べ
な
か
っ

た
と
い
い
ま
す
。

「
こ
の
し
ろ

．
．
．
．

、
い
わ
し

．
．
．

、
こ
は
だ

．
．
．

、
さ
ば
．
．

は

塵
の
よ
う
に
積
も
り
、
し
じ
み

．
．
．

、
は
ま
ぐ
り

．
．
．
．

は

計
る
価
値
も
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
れ
ほ
ど
捕
り

尽
く
し
て
泥
砂
の
よ
う
に
扱
う
と
は
何
事
だ
、

と
龍
神
様
が
お
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
」

煮
て
も
焼
い
て
も
喰
え
な
い
、
し
か
も

「
こ
の
城
」
に
通
じ
る
と
武
士
に
忌
み
嫌
わ
れ

た
こ
の
し
ろ

．
．
．
．

。
し
か
し
塩
を
し
て
酢
〆
に
す

る
と
こ
れ
が
実
に
う
ま
い
。
”坊
主
騙
し
て

還
俗

げ
ん
ぞ
く

さ
せ
て
こ
は
だ
の
寿
司
で
も
売
ら
せ
た

い
“
と
謳
わ
れ
た
粋
な
江
戸
前
魚
と
な
り
ま

し
た
。
”
い
わ
し

．
．
．

の
頭
も
信
心
か
ら
“
や

”
さ．
ば．
の
活
腐

い
き
ぐ
さ

れ
“
な
ど
の
言
葉
に
見
る
よ
う

に
、
江
戸
の
人
は
大
衆
的
な
青
魚
こ
そ
身
近

に
感
じ
、
決
し
て
無
駄
に
は
し
ま
せ
ん
。
龍

神
様
も
き
っ
と
目
を
つ
む
る
は
ず
で
す
。
こ

れ
ら
多
獲
魚
を
魚
河
岸
で
は
「
計は

か

り
手て

組
」、

「
あ
か
と
り
」
と
称
す
る
青
魚
業
者
が
「
ダ
ン

ベ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
桶
に
魚
を
た
め
、
ざ
る

で
す
く
い
売
り
を
し
ま
し
た
。

「
さ
め
．
．

と
い
え
ば
、
ね
こ
ざ
め

．
．
．
．

、
の
こ
ぎ
り

．
．
．
．

ざ
め
．
．

、
け
ん
ざ
め

．
．
．
．

、
し
ゅ
も
く
ざ
め

．
．
．
．
．
．

。
え
び
．
．

な
ら
、
か
ま
く
ら
え
び

．
．
．
．
．
．

、
し
ば
え
び

．
．
．
．

、
の
ろ
．
．

ま
え
び

．
．
．

、
て
な
が
え
び

．
．
．
．
．

、
く
る
ま
え
び

．
．
．
．
．

、
あ．

み
え
び

．
．
．

」

さ
め
．
．

は
叩
い
て
蒲
鉾
、
は
ん
ぺ
ん
に
。
ふ．

か
ひ
れ

．
．
．

は
乾
あ
わ
び

．
．
．
．

、
い
り
こ

．
．
．

と
共
に
中
国

に
輸
出
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
俵
物

た
わ
ら
も
の

。
さ
め
．
．

の

身
は
臭
み
が
あ
る
の
で
湯
が
い
た
後
で
刺
身

に
し
ま
す
。
七
色
づ
く
り
と
い
い
ま
し
た
。

魚
河
岸
に
入
る
い
せ
え
び

．
．
．
．

は
鎌
倉
産
な
の
で

か
ま
く
ら
え
び

．
．
．
．
．
．

。
芝
発
祥
の
し
ば
え
び

．
．
．
．

は
天

ぷ
ら
、
寿
司
玉
子
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
今

は
失
わ
れ
た
江
戸
前
で
す
。
の
ろ
ま

．
．
．

、
て
な
．
．

が．

は
川
え
び

．
．
．

、
茹
で
る
と
赤
い
く
る
ま
え
び

．
．
．
．
．

が

祝
膳
に
う
っ
て
つ
け
な
の
は
江
戸
の
昔
か
ら
。

あ
み
え
び

．
．
．
．

は
佃
煮
に
利
用
し
ま
す
。

「
く
じ
ら

．
．
．

、
さ
け
．
．

、
た
ら
．
．

等
大
小
の
魚
、
塩

物
、
干
物
、
塩
辛
、
遠
隔
地
の
も
の
ま
で
波

路
は
る
か
に
集
っ
て
く
る
」

江
戸
の
鯨
料
理
と
い
え
ば
鯨
汁
。
く
じ
ら

．
．
．

の
皮
を
入
れ
た
味
噌
汁
で
、
十
二
月
十
三
日

の
煤
払
い
に
食
べ
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
日
は
五
、
六
頭
の
く
じ
ら

．
．
．

が
江
戸
人
の

腹
に
お
さ
ま
る
、
な
ど
と
い
い
ま
す
。
松
前

の
さ
け
．
．

が
定
期
的
に
江
戸
に
運
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
寛
政
の
頃
（
一
七
八
九
―
一

八
〇
一
）
で
、
そ
れ
ま
で
は
利
根
川
で
獲
れ

た
も
の
が
少
し
だ
け
出
回
る
程
度
。
貴
重
品

な
の
で
、
秋
の
初
鮭
は
初
鰹
に
劣
ら
な
い
ほ

ど
高
価
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
江
戸
に
初
雪

が
降
る
と
か
な
ら
ず
市
場
に
あ
ら
わ
れ
る
の

が
た
ら
、
、

。
文
字
通
り
た
ら
ふ
く
食
う
こ
の
魚
、

腹
を
裂
く
と
百
種
類
も
の
魚
介
を
呑
ん
で
い

た
話
も
あ
り
ま
す
。
大
変
に
生
命
力
が
強
い

長
命
魚
と
し
て
も
知
ら
れ
、
寒
い
晩
に
ち
り

鍋
で
身
体
を
温
め
な
が
ら
、
江
戸
の
人
た
ち

は
長
寿
を
願
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。生

命
を
商
う

江
戸
の
昔
、
威
勢
の
良
い
者
と
い
え
ば
小

田
原
町
の
魚
河
岸
連
中
と
相
場
が
き
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
目
ま
ぐ
る
し
い
商
い
は
魚
の
鮮

習わしがあった。（東京魚市場卸協同組合所蔵）



度
と
競
争
す
る
よ
う
に
、
何
事
も
手
早
く
行

な
う
。
言
葉
づ
か
い
も
自
然
荒
く
も
な
る
。

そ
ん
な
風
情
が
独
特
の
江
戸
っ
子
気
質
を
育

ん
だ
と
見
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。

魚
は
自
然
の
産
物
で
す
。
ど
こ
か
ら
く
る

か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
し
、
明
日
獲
れ
る
の

か
だ
っ
て
あ
て
に
な
り
ま
せ
ん
。
海
か
ら
湧

い
て
く
る
ほ
ど
の
大
漁
も
あ
れ
ば
、
ま
っ
た

く
網
に
か
か
ら
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。
ま
ま

な
ら
な
い
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
で
し
ょ
う
。
そ

の
自
然
を
相
手
に
魚
河
岸
は
四
百
年
も
の
長

き
に
わ
た
っ
て
商
売
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

多
分
そ
れ
は
無
理
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で

き
た
こ
と
で
す
。
魚
の
性
質
を
よ
く
知
り
、

そ
れ
に
逆
ら
わ
な
い
商
売
だ
か
ら
こ
そ
残
っ

た
の
だ
と
い
え
ま
す
。
江
戸
に
開
い
た
魚
食

文
化
に
魚
河
岸
の
果
た
し
た
功
績
は
大
き
い

の
で
す
が
、
そ
れ
は
煎
じ
つ
め
る
と
、
い
つ

も
魚
に
合
わ
せ
て
き
た
、
と
い
う
た
だ
一
点

に
集
約
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

か
れ
ら
の
威
勢
の
良
さ
も
、
生
命
そ
の
も

の
で
あ
る
魚
を
手
売
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生

じ
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

最も売れ口の良い五月の節句。天に鯉のぼり、地には鮮魚。上下に魚が躍る壮観さを見せる。この日は魚河岸の塩物問屋から干鱈、干河豚が御城に献上される

いわし、こはだ、さば、あじなどは樽や籠でいくら、と、はかり売りをしていた（東京魚市場卸協同組合所蔵）

築地･波除神社の境内に建立されている魚供養の「魚塚」碑

挿
絵
画
家
　
森
火
山
に
つ
い
て

森
火
山
（
本
名
森
薫
三
郎
）
は
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
日
本
橋

魚
河
岸
で
魚
問
屋
を
営
む
森
源
兵
衛
（
五
世
）
の
三
男
と
し
て
東

京
・
日
本
橋
区
本
船
町
に
生
ま
れ
る
。
火
山
も
同
業
の
西
長
（
本
小

田
原
町
）
で
働
く
か
た
わ
ら
、
独
学
で
絵
画
を
学
ぶ
。
そ
の
後
毎
夕

新
聞
、
時
事
新
聞
に
籍
を
置
き
、
大
正
五
年
結
成
の
東
京
漫
画
会
に

所
属
す
る
。
父
親
の
薫
陶
を
受
け
、
本
人
自
ら
「
日
本
橋
魚
河
岸
研

究
画
家
」
を
名
乗
り
、
多
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
江
戸
初
期
か
ら
大

正
時
代
に
及
ぶ
「
日
本
橋
魚
河
岸
の
人
と
暮
ら
し
と
商
い
」
を
絵
筆

に
よ
り
活
写
、
克
明
か
つ
史
料
的
価
値
が
高
い
膨
大
な
労
作
を
今
日

に
残
し
て
い
る
。
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
月
、
東
京
・
港
区

白
金
に
て
没
。
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