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わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
古
来
よ
り
粟あ

わ

、
黍き

び

、

米
を
粒
食

り
ゅ
う
し
ょ
くし

て
き
た
。
そ
の
歴
史
を
通
覧
す

る
と
、
三
度
、
大
き
な
変
革
を
経
験
し
て
い

る
。
そ
れ
は
異
国
の
食
文
化
と
の
接
触
に
よ

る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

一
、
奈
良
時
代
、
お
隣
り
の
隋
、
唐
朝
と

の
接
触
に
よ
る
餅べ

い

食
品
（
正
月
用
の
餅

で
は
な
い
）
の
摂
取
。

二
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
始
ま
る
南

宋
と
の
接
触
に
よ
る
麺
類
の
導
入
。

三
、
昭
和
の
敗
戦
に
よ
る
パ
ン
食
の
受
容
。

こ
の
三
度
の
異
国
の
粉
食
文
化
と
の
出
会

い
は
、
わ
が
国
の
食
生
活
を
大
き
く
変
容
さ

せ
る
と
と
も
に
、
社
会
的
な
変
革
を
も
も
た

ら
し
て
い
る
。

小
論
で
は
、
二
度
目
の
粉
食
と
の
出
会
い
、

鎌
倉
時
代
に
始
ま
る
わ
が
国
中
世
の
粉
食
、

麺
類
の
導
入
に
よ
る
食
生
活
の
変
貌
と
社
会

的
変
革
を
、
様
々
な
日
記
な
ど
を
通
し
て
中

世
の
麺
類
史
を
組
み
上
げ
て
み
た
。

粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
必
要
不

可
欠
な
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
小
麦
と
こ
れ

を
粉
に
す
る
挽
臼

ひ
き
う
す

、
そ
し
て
い
か
に
し
て
食

す
る
か
、
そ
の
食
法
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の

ど
の
要
素
が
欠
落
し
て
も
粉
食
は
成
立
し
な

い
。奈

良
、
平
安
朝
期
の
粉
食
導
入
は
、
天
皇

自
ら
小
麦
栽
培
を
奨
励
す
る
こ
と
か
ら
始
め

ら
れ
、
農
民
も
ま
た
小
麦
栽
培
に
取
り
組
ん

だ
。
食
法
は
唐
朝
（
筆
者
は
後
漢
代
と
考
え

て
い
る
の
だ
が
）
の
餅べ

い

食
品
を
徹
底
的
に
模

倣
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
為
政
者
は
肝
心
な
挽

臼
の
導
入
を
見
落
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
さ

ら
に
粉
食
に
か
か
わ
る
言
語
の
混
乱
と
、
農

民
の
苦
痛
の
み
を
残
し
て
、
最
初
の
受
容
は

失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ
っ
た
。

中
世
の
麺
類
史
は
、
臨
済
宗
開
祖
・
栄
西

と
曹
洞
宗
開
祖
・
道
元
を
代
表
と
す
る
禅
宗

僧
侶
に
よ
っ
て
幕
は
開
か
れ
る
。

彼
ら
が
沈
滞
す
る
仏
教
界
か
ら
離
れ
、
新

仏
教
を
求
め
て
渡
海
し
た
先
は
、
江
南
の
地
、

浙
江
省
で
あ
る
。
東
北
域
の
夷
狄

い
て
き

の
国
・
金

に
圧
迫
さ
れ
た
宋
国
は
、
黄
河
下
流
域
の
開

封
か
ら
、
江
南
の
浙
江
省
杭
州
に
遷
都
し
て

い
た
。
南
宋
の
都
で
あ
る
。

こ
の
遷
都
は
、
江
南
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
華
北
で
発
展
し
た
粉
食
文
化
を
一
気
に

江
南
の
稲
作
地
帯
に
持
ち
込
ん
で
く
れ
た
か

ら
だ
。

唐
代
の
粉
食
を
隆
盛
に
し
た
挽
臼
（
磑が

い

）

も
江
南
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
、
江
南
の
稲
作

民
は
そ
れ
を
磨ま

と
呼
び
替
え
、
さ
ら
に
も
み
．
．

ス
リ
ウ
ス

．
．
．
．

「
ろ
う

」
を
も
作
り
出
し
て
い
た
。

ま
た
唐
代
で
は
、
小
麦
粉
を
「
麺
」
と
呼
ん

で
い
た
の
だ
が
、
江
南
の
人
々
は
、
つ
る
つ

る
と
食
べ
る
食
品
そ
の
も
の
を
「
麺
」
と
呼

び
替
え
た
。
呼
び
か
え
る
ほ
ど
に
麺
類
は
、

江
南
の
人
々
の
味
覚
に
適
合
し
普
及
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
地
に
入
れ
替
わ
り
立
ち

替
わ
り
、
百
数
名
の
わ
が
国
の
僧
侶
た
ち
が

や
っ
て
来
た
。
そ
の
代
表
的
な
僧
侶
が
栄
西

で
あ
り
道
元
で
あ
っ
た
。

栄
西
は
一
一
八
七
年
（
文
治

ぶ
ん
じ

三
）、
二
度
目

の
渡
宋
で
浙
江
省
の
天
台
山
万
年
寺
と
天
童

山
景
徳
寺
で
五
年
間
禅
を
学
び
、
抹
茶
法
も

合
わ
せ
て
習
得
し
て
、
帰
国
後
『
喫
茶
養
生

き
っ
さ
よ
う
じ
ょ
う

記き

』
と
茶
磨

ち
ゃ
う
す

で
挽
い
た
抹
茶
を
点
て
、
将
軍

実
朝
に
献
上
し
て
い
た
。

道
元
は
一
二
二
三
年
（
貞
応

じ
ょ
う
お
う

二
）
に
入
宋

に
っ
そ
う

し
、
浙
江
省
天
童
山
景
徳
寺
で
禅
を
学
び
、

挽
臼
と
食
法
の
渡
来

は
じ
め
に

前
号
ま
で
は
、
世
界
に
拡
が
る
「
す
し
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
を
テ
ー
マ
に
、
松
本
紘
宇
氏
が

世
界
二
十
五
カ
国
三
十
五
都
市
の
す
し
店
を
、
自
ら
取
材
し
た
現
地
の
写
真
と
、
な
ま
の
声
を

お
伝
え
し
て
き
た
。
世
界
に
は
寿
司
を
扱
う
店
が
お
よ
そ
一
万
四
千
か
ら
一
万
八
千
店
は
あ
る

（
松
本
氏
談
）
と
の
、
驚
く
べ
き
そ
の
拡
が
り
の
様
子
が
克
明
に
リ
ポ
ー
ト
さ
れ
た
。

さ
て
、
わ
が
国
の
「
食
」
は
歴
史
的
に
多
く
の
国
の
食
文
化
を
受
容
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

な
か
で
も
中
世
期
に
大
陸
か
ら
「
粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

文
化
」
の
受
け
入
れ
を
行
な
い
、
麺
類
は
今
で
は
主
食

の
米
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
今
号
か
ら
そ
の
「
麺
類
」
を
テ
ー
マ
に
歴
史
的

発
展
の
過
程
、
特
に
大
陸
か
ら
学
僧
ら
に
よ
り
伝
承
さ
れ
た
加
工
技
術
と
日
本
化
へ
の
道
筋
を
、

た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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1963年　慶応義塾大学商学部卒業
現在、寺方そば「長浦」の二代目当
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五
年
後
に
帰
国
し
た
。『
典
座
教
訓

て
ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

』、『
赴
粥

ふ
し
ゅ
く

飯
法

は
ん
ぽ
う

』
に
麺
類
の
記
述
を
行
い
、
弟
子
の
僧

侶
た
ち
に
麺
類
を
食
さ
せ
、
そ
の
際
の
食
事

作
法
ま
で
教
え
て
い
る
。

僧
侶
た
ち
の
修
行
中
の
食
生
活
は
、
朝
の

粥か
ゆ

、
昼
の
強
飯

こ
わ
め
し

、
午
後
か
ら
は
食
事
を
摂
ら

な
い
。
こ
れ
が
仏
教
徒
の
戒
律
だ
が
、
達
磨

だ
る
ま

大
師
が
開
い
た
禅
宗
で
は
、
僧
侶
に
は
げ
し

い
労
働
を
課
し
て
い
た
。
作
務
を
終
え
た
後
、

間
食
と
し
て
、
心
に
火
を
と
も
す
ほ
ど
の
わ

ず
か
な
食
事
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
食
事
に

は
戒
律
に
反
す
る
主
食
の
米
は
食
せ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
格
好
な
精
進
食
が
あ
っ
た
。

麺
類
、
饅
頭
な
ど
の
小
麦
粉
食
品
で
あ
る
。

二
人
は
修
業
中
の
五
年
間
、
禅
宗
教
義
は
も

と
よ
り
禅
林
で
の
食
生
活
、
食
事
作
法
、
喫

茶
法
を
も
含
め
た
禅
林
文
化
そ
の
も
の
を
学

び
、
そ
れ
ら
を
そ
っ
く
り
わ
が
国
に
持
ち
帰

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

帰
国
後
の
二
人
は
偶
然
に
も
調
味
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。
栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』

の
上
巻
で
、
健
康
維
持
の
た
め
甘
・
辛
・
酸

（
酢
）・
鹹
・
苦
の
五
味
を
摂
取
せ
よ
と
い
う
。

道
元
は
六
味
を
調
味
せ
よ
と
い
う
。
そ
の

六
味
と
は
、
甘
・
辛
・
酸
（
酢
）・
鹹
・
苦
・

淡
を
挙
げ
て
い
る
。
道
元
は
極
端
な
味
付
け

を
避
け
、
中
葉
の
淡
を
心
が
け
よ
と
教
え
て

い
る
。

わ
が
国
で
調
理
、
調
味
に
関
心
を
示
し
て

記
述
し
た
人
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
二
人
を
お

い
て
は
い
な
か
っ
た
。
現
代
に
通
じ
る
調
理
、

調
味
技
術
は
、
正
に
こ
の
二
人
に
端
を
発
す

る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
二
人
は
彼か

の
地
の
い
か
な
る
麺
類

を
持
ち
帰
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

知
る
格
好
の
書
物
が
あ
る
。
宋
代
末
か
ら
元

代
初
期
に
成
る
と
い
う
『
居
家
必
用
事
類
全

集
』
で
あ
る
。
彼
ら
が
在
宋
中
の
頃
の
庶
民

食
生
活
を
活
写
し
た
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の

家
庭
百
科
全
書
と
も
い
え
る
一
書
で
あ
っ
た
。

こ
の
書
の
湿
麺
食
品
の
部
に
多
く
の
麺
や
、

饅
頭
類
の
製
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中

の
代
表
的
と
思
わ
れ
る
麺
と
そ
の
い
く
つ
か

の
製
法
を
示
し
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
麺
類
の

初
見
記
録
を
提
示
し
、
両
麺
類
を
見
比
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
麺
類
の
成
り
立

ち
が
明
瞭
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
『
居
家
必
用
事
類
全

集
』
の
中
の
麺
の
作
り
方
を
見
て
み
よ
う
。

【
水
滑
麺
】（
ス
イ
カ
メ
ン
）
小
麦
粉
に
水
と

油
と
塩
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
ね
り
、
棒
で
も
む
。

粘
り
が
出
た
ら
指
の
太
さ
に
し
て
水
に
入
れ

て
浸
す
。
し
ば
ら
く
し
て
好
み
の
太
さ
に
の

ば
し
て
鍋
に
入
れ
て
ゆ
で
る
。

【
索
麺
】（
ソ
ウ
メ
ン
）
良
質
の
小
麦
粉
を
用

い
る
。
春
夏
秋
は
新
し
い
汲
水
を
使
う
。
水

に
油
を
入
れ
、
小
麦
粉
に
ま
ぜ
て
こ
ね
る
。

さ
ら
に
油
を
加
え
な
が
ら
ね
る
。
そ
し
て
太

目
の
箸
ほ
ど
に
引
き
伸
ば
す
。
何
本
も
同
じ

長
さ
に
作
る
。
太
い
細
い
の
な
い
よ
う
に
す

る
。
一
本
ず
つ
た
る
み
の
な
い
よ
う
に
置
き
、

油
紙
を
か
け
て
お
く
。
し
ば
ら
く
し
て
、
二

本
の
箸
ほ
ど
の
太
さ
の
棒
に
、
こ
れ
を
ひ
ね

り
な
が
ら
か
ら
ま
せ
て
、
さ
ら
に
細
く
長
く

引
き
伸
ば
す
。
そ
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
或
い

は
、
油
を
用
い
ず
に
こ
ね
る
。
米
粉
を
つ
け

な
が
ら
伸
ば
し
て
細
く
す
る
。
さ
ら
に
米
粉

を
付
け
て
、
引
き
伸
ば
す
こ
と
数
度
、
丸
く

細
長
く
し
た
ら
、
不
ぞ
ろ
い
の
も
の
を
取
り

出
し
、
も
う
一
度
、
均
一
に
な
る
よ
う
に
伸

ば
す
。
そ
し
て
乾
燥
す
る
。

【

帯
麺
】（
テ
ッ
タ
イ
メ
ン
）
水
と
塩
で
小

麦
粉
を
ね
り
、
ね
り
棒
で
ご
く
薄
く
伸
ば

し
、

帯
の
如
く
に
切
る
（

帯
と
は
幅
広

の
麻
の
腰
ひ
も
）。
こ
の
麺
は
日
本
で
キ
シ
メ

ン
と
も
ヒ
モ
カ
ワ
と
も
誤
解
さ
れ
て
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。

【
紅
絲
麺
】（
コ
ウ
シ
メ
ン
）
え
び
を
た
た
き

砕
い
て
、
汁
を
漉こ

し
て
澄
ま
し
、
そ
の
汁
を

小
麦
粉
に
入
れ
て
ね
る
。
薄
く
伸
ば
し
て
切

り
、
煮
熟
す
る
。
す
る
と
麺
は
自
然
に
紅
色

と
な
る
。

【
翠
縷
麺
】（
ス
イ
ル
メ
ン
）
槐
（
え
ん
じ
ゅ
）

の
若
葉
を
搾
り
、
小
麦
粉
に
し
ぼ
っ
た
「
汁
」

を
入
れ
て
ね
る
。
押
し
広
め
て
か
ら
、
ご
く

細
く
切
る
。
味
は
甘
く
、
色
は
も
え
ぎ
色
で

あ
る
。
麺
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
の
う
ど
ん

と
関
係
が
あ
る
。

【

飩
皮
】（
コ
ン
ト
ン
の
カ
ワ
）
小
麦
粉
を

塩
水
で
練
り
、
小
さ
な
団
子
に
し
、
棒
で
丸

く
押
し
広
め
る
。
ま
わ
り
を
ご
く
薄
く
し
て
、

中
に
餡あ

ん

を
入
れ
、
ま
わ
り
に
水
を
つ
け
て
、

は
り
合
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
麺
類
を
製
法
の
違
い
で
分
類
す
る

と
、

引
き
伸
ば
し
法
＝
水
滑
麺

す
い
か
め
ん

、
索
麺

そ
う
め
ん

切
断
法
＝

帯
麺
、
翠
縷
麺
、
紅
絲
麺

麺
類
製
法
の
三
方
法
の
う
ち
、
押
し
出
し
法

が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
押
し
出
し
法
の
麺
に

は
、
韓
国
の
冷
麺
や
イ
タ
リ
ア
の
ス
パ
ゲ
テ

ィ
が
あ
る
。

わ
が
国
の
麺
類
に
関
す
る
言
葉
の
初
見
記

録
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
順
次
書
き
出
し
て

見
る
。

古
文
献
に
見
る
わ
が
国
の
麺
類
関
係
語
の

初
見
記
録

『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の
中
の
麺

道元禅師肖像（曹洞宗 宗務庁蔵）

素麺の粉を挽く女（『百人女郎品定』・国立国会図書館蔵）

素麺売り（『七十一番歌合』・国立国会図書館蔵）

す
い
る
め
ん

こ
う
し
め
ん

て
っ
た
い
め
ん



【
麺
（
め
ん
）】

『
典
座
教
訓

て
ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

』

（
道
元
　
一
二
三
七
年
・
嘉
禎

か
て
い

三
）

「
明
日
は
大
衆
に
供
養
す
る
日
な
の
で
“麺

汁
”を
作
ろ
う
と
思
う
。
あ
い
に
く
そ
の
出

汁
に
使
う
倭
椹

し
い
た
け

が
な
い
。
日
本
船
に
来
た

の
は
、
そ
の
倭
椹

し
い
た
け

を
買
う
た
め
だ
」

一
二
二
三
年
（
貞
応

じ
ょ
う
お
う

二
）、
道
元
が
入
宋
し

た
と
き
、
船
内
で
上
陸
を
待
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
宋
の
老
典
座
と
語
り
合
っ
た
と
き

の
記
録
が
同
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。（
注
1
）

こ
れ
は
道
元
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、
現

地
の
老
典
座
の
言
葉
を
記
録
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
わ
が
国
の
文
献
で
の
「
麺
」
の
初

出
と
考
え
ら
れ
る
。

【
麺
類
（
め
ん
る
い
）】

『
赴
粥
飯
法

ふ
し
ゅ
く
は
ん
ぽ
う

』

（
道
元
　
一
二
四
六
年
・
寛
元
四
）

「
飯
椀
か
ら
飯
を
取
り
出
す
方
法
は
、
右
手

の
親
指
と
人
差
し
指
と
で
七
粒
ほ
ど
を
取

り
出
し
鉢
刷
柄

は
つ
せ
っ
ぺ
い

の
上
に
置
く
。
餅
や
麺
の

類
は
、
半
銭
ほ
ど
の
大
き
さ
で
よ
い
」

『
赴
粥
飯
法
』
で
は
、
禅
林
で
修
行
す
る
者

の
守
る
べ
き
規
則
や
作
法
を
述
べ
て
い
る
。

「
鉢
刷
柄

は
つ
せ
っ
ぺ
い

」
と
い
う
の
は
、
鉢
を
洗
う
と
き
に

使
う
板
切
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
食
事
が
飯
で

な
く
、
餅べ

い

や
麺
類
の
と
き
は
小
さ
く
半
銭

（
小
銭
）
ほ
ど
に
ち
ぎ
っ
て
行
な
う
よ
う
に
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

道
元
は
永
平
寺
で
麺
類
を
日
常
生
活
に
取

り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
「
餅べ

い

」
は
、
他
の
記

録
に
「
唐
餅
」
と
い
う
文
字
の
あ
る
こ
と
か

ら
、
わ
が
国
の
正
月
の
餅
で
は
な
く
、
彼
の

地
の
「
ピ
ン
＝
餅
」
饅
頭
類
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
奈
良
・
平
安
朝
で
は
麺

と
は
小
麦
粉
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
を
今
日
意
味
す
る
よ
う
に
変
え
た
の
も
、

道
元
で
あ
っ
た
。

【
麦
麺
（
そ
う
め
ん
）】

『
師
守
記

も
ろ
も
り
き

』（
大
外
記
中
原
師
守

も
ろ
も
り

）

（
一
三
四
〇
年
〈
暦
応

り
ゃ
く
お
う

三
〉
正
月
四
日
条
）

「
例
年
通
り
今
日
風
呂
初
メ
幸
甚
ゝ
ゞ
　
山

伏
一
瓶
麦
麺
等
持
参
　
云
々
」

京
に
住
む
師
守
の
家
に
山
伏
が
訪
れ
、
土

産
を
置
い
て
い
っ
た
。
山
伏
が
い
う
に
は
、

小
麦
の
粉
で
作
る
麺
と
い
う
の
も
の
だ
と
い

う
。
師
守
は
初
め
て
目
に
す
る
も
の
で
、
名

称
が
判
ら
ぬ
ま
ま
「
麦
麺
」
と
記
し
た
。

さ
ら
に
翌
二
月
十
日
に
醍
醐
寺
の
僧
が
風

呂
番
に
来
た
際
、
こ
の
「
麦
麺
」
を
持
参
し

た
が
、
彼
も
名
前
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
師

守
は
こ
の
日
の
日
記
に
は
「
醍
醐
寺
僧
当
番

華
麺
以
下
茶
等
持
参
ス
」
と
記
し
て
い
る
。

師
守
は
多
分
「
麦
麺
」
と
書
く
つ
も
り
を

「
華
麺
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
後
の
記
録
か
ら
判
断
し
て
、

「
麦
麺
」
も
「
華
麺
」
も
「
素
麺

そ
う
め
ん

」
で
あ
る
こ

と
が
判
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
「
麦
麺
﹈
が
、

「
素
麺

そ
う
め
ん

」
の
初
見
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の
「
索
麺
」
が

ソ
ウ
メ
ン
の
正
字
で
、「
素
麺
」
は
誤
字
と
な

る
が
、
以
後
の
小
論
で
は
状
況
に
応
じ
、
両

表
記
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

【
饂
飩
（
う
と
ん
）】

『
嘉
元
記

か
げ
ん
き

』

（
一
三
四
七
年
〈
貞
和

じ
ょ
う
わ

三
〉
七
月
七
日
条
）

「
円
識
房
快
賢
去
年
合
戦
ニ
副
フ
　
恩
賞
中

臈
ノ
悦
酒
　
三
経
院
ニ
オ
イ
テ
コ
レ
ア
リ

三
肴
毛
立
タ
カ
ン
ナ
　
ウ
ト
ム
　
フ
　
サ

ウ
メ
ム
一
折
敷
数
六
　
ア
メ
一
杯
　
ワ
リ

コ
　
ヒ
ワ
一
フ
サ
　
白
瓜
切
少
々
」

『
嘉
元
記
』
は
、
一
三
〇
五
年
（
嘉
元
三
）

か
ら
一
三
六
四
年
（
貞
治

じ
ょ
う
じ

三
）
ま
で
の
六
〇

年
間
の
法
隆
寺
の
記
録
で
、
こ
の
記
述
は
南

北
朝
の
戦
に
僧
兵
快
賢
が
手
柄
を
た
て
、
恩

賞
を
受
け
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。

毛
立

け
だ
ち

と
い
う
の
は
、
湯
気
の
立
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
酒
の
肴
が
三
種
類
出
た
。
タ

カ
ン
ナ
（
筍
）
と
ウ
ト
ン
（
う
ど
ん
）、
フ

（
麩
）
で
あ
る
。

従
来
か
ら
「
う
ど
ん
」
は
、
奈
良
時
代
に

渡
来
し
た
唐
菓
子
の
一
種
の
、「
混
沌

こ
ん
と
ん

」
を

「

飩
」
と
字
を
改
め
、
熱
く
煮
て
食
べ
る
こ

と
か
ら
「
温
飩

う
ん
ど
ん

」「
饂
飩

う
ん
ど
ん

」
と
変
化
し
「
う
ど

ん
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
説
が
定
説
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
『
言
継
卿
記

と
き
つ
ぐ
き
ょ
う
き

』
や
『
蔭
凉

お
ん
り
ょ
う

軒
日
録

け
ん
に
ち
ろ
く

』
な
ど
の
記
述
か
ら
「
饂
飩

う
ん
ど
ん

」
と

「

飩
」
は
別
の
食
べ
物
で
、
両
食
品
は
と
も

に
室
町
時
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
現
在
の
の
と
こ
ろ

「
饂
飩

う
と
ん

」
の
初
出
は
『
嘉
元
記
』（
貞
和
三
年

七
月
七
日
条
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
冷
麺
（
ひ
や
む
ぎ
）】

『
教
言
卿
記

の
り
と
き
き
ょ
う
き

』（
山
科
教
言

や
ま
し
な
の
り
と
き

）

（
一
四
〇
五
年
〈
応
永
十
二
〉
六
月
十
九
日
条
）

「
一
源
西
堂
来
臨
　
勧
冷
麺
　
高
橋
参
会
」

山
科
教
言
の
日
記
。「
冷
麺
」
と
書
い
て

「
ひ
や
む
ぎ
」
と
読
む
。「
冷
麦
」
は
後
世
の

当
て
字
と
考
え
ら
れ
る
。
小
論
で
は
以
降

「
ひ
や
む
ぎ
」
は
「
冷
麺
」
を
用
い
る
。

一
方
「
冷
麦
」
に
つ
い
て
は
、『
禅
林
小
歌
』

（
一
三
九
四
〜
一
四
二
〇
年
）
に
つ
い
て
も
触

れ
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
浄
土
宗
の
僧
・
了

り
ょ
う

誉
聖

よ
せ
い

冏け
い

（
一
三
九
四
〜
一
四
二
〇
年
）
で
、

当
時
の
禅
宗
の
隆
盛
を
揶
揄
し
た
一
文
の
な

か
で
、

「
先
點
心
ノ
次
第
ハ
　
水
晶
包
子
―
茶
麻

菓
　
饅
頭
　
巻
餅
　
盡
餅
温
餅
　
饂
飩
　
螺

結
柳
葉
麺
　
桐
皮
麺
　

帯
麺
　
打
麺
　
三

雑
麺
　
素
麺
　
薤
葉
麺
　
冷
麦
　
更
互
誣
之
」

と
あ
る
。
禅
僧
た
ち
が
互
い
に
そ
の
麺
づ
く

り
の
腕
を
そ
し
り
合
っ
て
い
る
、
と
茶
化
し

て
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
冷
麦
」
と
あ
る
。

こ
れ
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
不
明
の
た
め
、

了
誉
聖
冏
が
死
ん
だ
一
四
二
〇
年
と
考
え
て
、

参
考
に
し
て
お
き
た
い
。

【
蕎
麦
（
そ
ば
）】

『
蔭
凉
軒
日
録

お
ん
り
ょ
う
け
ん
に
ち
ろ
く』

（
一
四
三
八
年〈
永
享

え
い
き
ょ
う

一
〇
〉十
月
十
二
日
条
）

「
松
茸
折
一
合
　

麦
折
一
合
　
賜
林
光

院
」

『
蔭
凉
軒
日
録
』
は
、
相
国
寺
の
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

鹿ろ
く

苑
院

お
ん
い
ん

の
僧
録
司
の
公
用
日
記
で
、
一
四
三
五
〜

一
四
六
六
年
は
季
瓊
真
蘂

き
け
い
し
ん
ず
い

、
一
四
八
四
〜

一
四
九
三
年
ま
で
は
亀
泉
集
証

き
せ
ん
し
ゅ
う
し
ょ
う

が
筆
録
し
て

い
る
。

こ
の
日
は
、
相
国
寺
の
林
光
院
か
ら
蓋
付

き
の
折
箱
に
入
っ
た
松
茸
と

麦
を
い
た
だ

い
た
、
と
い
う
。「

麦
」
は
「
蕎
麦
」
の
書

き
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
初
出

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『居家必用事類全集・湿麺食品の部』中国元王朝（1279－1368）から明清の時代まで、民間に読ま
れた書物。当時の中国における麺食の種類の多さに気付かされる（国立国会図書館蔵）

こ
ん
と
ん

こ
ん
と
ん



【
切
麦
（
き
り
む
ぎ
）】

『
大
上
臈
御
名
之
事

だ
い
じ
ょ
う
ろ
う
お
ん
な
の
こ
と

』

（
一
四
五
〇
年
・
宝
徳
二
）

「
そ
ば
　
　
　

あ
を
い

そ
ば
の
か
ゆ
　
う
す
ゞ
み

さ
う
め
ん
　
　
ぞ
ろ

ひ
や
む
ぎ
　
　
つ
め
た
い
ぞ
ろ

き
り
む
ぎ
　
　
き
り
ぞ
ろ
」

こ
の
文
献
は
、
御
所
の
女
房
が
使
う
特
殊

な
言
葉
、「
女
房
詞

に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば」

が
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、

麺
類
に
関
す
る
言
葉
を
拾
っ
て
み
た
。

禅
林
で
は
「
き
り
む
ぎ
」
を
「
切
麺
」
と

書
き
、
こ
の
頃
出
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
切
麺
」
は
、
今
日
の
手
打
製
麺
法
に

あ
た
る
も
の
で
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
索
餅

さ
く
べ
い

作
り
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ふ
た
た
び

禅
林
で
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
の

通
り
、
小
麦
を
ね
り
包
丁
で
切
断
す
る
も
の

で
あ
る
。
今
日
の
う
ど
ん
と
作
り
方
は
違
い

は
な
い
。
通
説
に
よ
る
と
う
ど
ん
と
切
麦
の

違
い
は
、
う
ど
ん
は
小
麦
粉
か
ら
、
切
麦
は

大
麦
粉
か
ら
作
る
の
だ
と
い
う
が
、
そ
の
根

拠
は
な
い
。

筆
者
は
種
々
の
文
献
か
ら
考
え
て
、
冷
麺

ひ
や
む
ぎ

も
う
ど
ん
も
最
初
の
頃
は
引
き
延
し
法
で
作

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
切
断
法

で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
名

称
も
「
切
麦
」
と
か
、「
切
冷
麺

き
り
そ
う
め
ん

」
と
い
う
言

い
方
で
文
献
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
て
い
る
。

【
水
滑
麺
（
す
い
か
め
ん
）】

『
山
科
家
礼
記

や
ま
し
な

け
ら
い
き

』（
大
沢
久
守
、
重
胤

し
げ
た
ね

ほ
か
）

（
一
四
六
八
年
〈
応
仁
二
〉
二
月
二
十
四
日
条
）

「
ヒ
ヤ
シ
ル
在
之
　
南
西
院
御
前
サ
イ
七
汁

三
在
之
　
昼
折
酒
　
又
水
花
メ
ン
ム
キ
御

肴
　
色
ゝ
大
御
酒
也
　
云
々
」

大
沢
家
は
山
科
家
の
雑
掌
（
荘
園
の
管
理

に
あ
た
る
執
事
）
で
あ
る
。
一
四
一
二
〜
九

二
年
（
う
ち
五
〇
年
分
欠
）
ま
で
の
日
記
で
、

応
仁
二
年
分
は
重
胤
の
筆
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
重
胤
は
、『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
に
あ
る

「
水
滑
麺
」
の
文
字
が
分
か
ら
ず
、「
水
花
メ

ン
ム
キ
」
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
「
水
滑
麺
」
の
初
出
で
あ
る
。

【
そ
ば
か
ゆ
も
ち
い
】

『
山
科
家
礼
記
』（
大
沢
久
守
、
重
胤
ほ
か
）

（
一
四
六
八
年
〈
応
仁
二
〉
三
月
八
日
条
）

「
一
　
宿
兵
衛
　
予
　
将
監
方
ソ
ハ
カ
ユ
モ

チ
イ
沙
汰
也
」

「
そ
ば
か
ゆ
も
ち
」
と
い
う
の
は
、
現
代
の

「
そ
ば
か
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。

宿
兵
衛
と
筆
者
の
大
沢
重
胤
は
近
衛
府
の

判
官
に
「
そ
ば
か
き
」
を
作
る
よ
う
指
示
さ

れ
る
と
、
こ
の
条
に
あ
る
。

前
述
の
『
大
上
臈
御
名
之
事
』
に
「
う

す
ゞ
み
」
と
あ
る
「
そ
ば
の
か
ゆ
」
は
、
蕎

麦
の
粉
を
湯
の
中
に
溶
か
し
込
み
、
煮
た
も

の
で
、
水
分
の
多
い
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
、
い

わ
ゆ
る
ス
ー
プ
状
の
も
の
を
い
っ
て
い
た
よ

う
だ
。
通
説
で
は
、
こ
れ
を
「
そ
ば
か
き
」

と
い
う
が
、「
そ
ば
か
き
」
は
こ
の
「
そ
ば
の

か
ゆ
」
に
さ
ら
に
蕎
麦
粉
を
加
え
、
餅
状
に

固
め
た
も
の
で
、「
そ
ば
か
ゆ
も
ち
い
」
が
正

し
い
名
称
で
あ
る
。

御
所
の
中
で
も
、
庶
民
の
間
で
も
、
当
初

は
こ
の
「
そ
ば
の
か
ゆ
」
か
「
そ
ば
か
ゆ
も

ち
い
」
が
、
蕎
麦
の
唯
一
の
食
べ
方
だ
っ
た
。

【
蕎
麦
餅
（
そ
ば
も
ち
）】

『
蔭
凉
日
録
』

（
一
四
八
九
年
〈
延
徳
元
〉
十
二
月
二
日
条
）

「
有
斎
　
二
汁
六
菜
　
般
若
数
遍
　
愚
喫
蕎

餅
　
更
々
二
果
　
茶
了
帰
」

禅
林
の
点
心

て
ん
じ
ん

（
来
客
用
の
間
食
）
が
各
層

に
普
及
し
て
い
く
と
同
時
に
、
麺
類
が
世
間

に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
心
と
同
じ

働
き
を
し
た
食
事
形
態
が
あ
る
。「
斎と

き

」
と
い

わ
れ
る
食
事
で
、
僧
侶
の
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
信
徒
や
来
客
に
出
さ
れ
る
昼
食
で
あ

る
。
十
二
月
二
日
に
「
斎
」
が
あ
り
、
二
汁

六
菜
と
般
若

は
ん
に
ゃ

（
酒
）
が
出
た
。
自
分
は
蕎
麦

餅
を
食
べ
、
更
に
二
つ
の
菓
子
、
茶
を
飲
ん

で
帰
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
蕎
麦
餅
」
と
い
う
の
は
、
蕎
麦
粥
よ
り

も
硬
め
に
蕎
麦
を
ね
っ
て
丸
め
た
も
の
で
、

蕎
麦
団
子
の
形
に
近
い
。
中
に
菜
を
入
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
今
日
の
正
月
餅
と
同
じ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

【
蕎
麦
切
（
そ
ば
き
り
）】

『
定
勝
寺
文
書

じ
ょ
う
し
ょ
う
じ
も
ん
じ
ょ』

（
一
五
七
四
年
〈
天
正
二
〉
二
月
十
日
条
）

「
木
曽
定
勝
寺
　
同
寺
仏
殿
ノ
修
理
ヲ
始

ム
・
・
・
・
・
・
振
舞
ソ
ハ
キ
リ
　
金
永
」

従
来
よ
り
「
蕎
麦
切
」
の
語
は
、『
慈
性

じ
し
ょ
う

日

記
』
の
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
の
条
に
出
て

く
る
の
が
初
出
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆

者
は
既
に
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
）
五
月

末
に
長
年
に
亘
る
研
究
か
ら
確
信
を
得
た
も

の
を
仮
説
と
し
て
、『
つ
る
つ
る
物
語
』（
築
地

書
館
刊
）
の
中
で
、
天
正
期
に
は
つ
る
つ
る

の
蕎
麦
が
「
蕎
麦
切
」
と
呼
ば
れ
、
庶
民
の

間
に
も
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
奇

し
く
も
出
版
か
ら
五
年
後
（
平
成
四
年
）
の

新
聞
記
事
に
よ
り
筆
者
の
仮
説
が
真
説
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
自

身
の
研
究
が
裏
付
け
さ
れ
た
と
、
万
感
胸
に

迫
る
も
の
を
感
じ
た
。

平
成
四
年
十
二
月
十
三
日
付
信
濃
毎
日
新

聞
に
よ
れ
ば
、「
日
本
最
古
の
史
料
木
曽
に
、

蕎
麦
切
信
州
の
味
は
戦
国
時
代
か
ら
」
と
の

大
見
出
し
で
新
史
料
発
見
を
報
じ
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。

わ
が
国
の
麺
類
に
関
す
る
言
葉
の
初
見
記

録
を
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
総
べ
て
の
言
葉
が
江
戸

期
以
前
の
中
世
に
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の

麺
類
と
見
比
べ
れ
ば
、
麺
類
が
南
宋
か
ら
伝

わ
っ
た
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
中
に
あ
っ
て
「
饂
飩
」「
冷
麦
」「
雑
麺
」

「
切
麦
」「
蕎
麦
」
の
五
種
の
麺
が
日
本
産
な

の
で
あ
る
。

注
１
＝
「
倭
椹
（
し
い
た
け
）」
は
、
原
本
で
は
「
倭
椹
」
と
の

み
書
か
れ
て
い
る
。「
椹
」
は
元
来
「
桑
の
実
」
を
意
味

す
る
が
、
前
後
の
文
章
と
、
篠
原
寿
雄
氏
の
『
典
座
教

訓
―
禅
心
の
生
活
―
』（
大
蔵
出
版
）
に
よ
り
、「
倭
椹
」

（
し
い
た
け
）」
と
し
た
。

台所で「そうめん」を盛る図：中世の麺の汁（つゆ）の色合いを知ることができる
（『慕帰絵詞　十三』・国立国会図書館蔵）

参
考
資
料

・
『
つ
る
つ
る
物
語
』（
伊
藤
汎
著
・
築
地
書
館
刊
）

・
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』（
京
都
松
柏
堂
刻
本
）

・
『
高
僧
伝
六
　
栄
西
　
明
日
を
創
る
』（
平
田
精
耕
著
・
集
英
社
刊
）

・
『
典
座
教
訓
ー
禅
心
の
生
活
ー
』（
篠
原
寿
雄
著
・
大
倉
出
版
刊
）

・
『
信
濃
毎
日
新
聞
』（
平
成
四
年
十
二
月
十
三
日
）



日
本
橋
魚
河
岸
の
朝

も
し
も
今
か
ら
二
百
年
前
の
文
化
五
年

（
一
八
〇
八
）
の
あ
る
朝
に
江
戸
日
本
橋
に
立

つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
ま
ず
感
じ
る
の
は

鼻
を
つ
く
魚
の
臭
気
で
し
ょ
う
。
江
戸
の
中

心
地
日
本
橋
は
本
船
町

ほ
ん
ふ
な
ち
ょ
う

、
本
小
田
原
町

ほ
ん
お
だ
わ
ら
ち
ょ
う

か
ら

瀬
戸
物
町

せ
と
も
の
ち
ょ
う

、
安
針
町

あ
ん
じ
ん
ち
ょ
う

、
長
浜
町

な
が
は
ま
ち
ょ
う

に
か
け
て
三

百
を
数
え
る
魚
問
屋

う
お
ど
い
や

が
密
集
し
ま
し
た
。

『
江
戸
名
所
図
會

え
ど
め
い
し
ょ
ず
え

』
に
「
遠
近
の
浦
々
よ
り
海

陸
の
け
じ
め
も
な
く
、
鱗
魚

り
ん
ぎ
ょ

を
こ
こ
に
運
送

し
て
、
日
夜
に
市
を
立
て
て
は
な
は
だ
賑
え

り
」
と
描
か
れ
た
日
本
橋
魚
河
岸
の
商
い
は

当
代
随
一
と
う
た
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。

頭
上
を
高
速
道
路
が
走
る
よ
り
ず
っ
と
以

前
、
眼
下
を
流
れ
る
日
本
橋
川
は
さ
か
ん
に

舟
の
行
き
か
う
流
通
の
要
所
だ
っ
た
の
で
す
。

川
の
北
側
に
鮮
魚
を
取
引
す
る
魚
河
岸
、
南

側
に
は
塩
干
物

え
ん
か
ん
ぶ
つ

な
ど
を
あ
つ
か
う
四
日
市
が

ひ
ろ
が
り
ま
す
。
魚
河
岸
の
岸
壁
に
ず
ら
り

と
並
ぶ
平
田
舟

ひ
ら
た
ぶ
ね

は
河
岸
に
固
定
さ
れ
た
舟
で

桟
橋
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

江
戸
内
湾
や
外
房
、
遠
く
東
南
海
の
浦
々
か

ら
も
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
魚
介
類
が
押
送
舟

お
し
ょ
く
り

で
、
あ
る
い
は
猪
牙
舟

ち

ょ

き

で
入
れ
か
わ
り
に
届

け
ら
れ
ま
す
。
一
番
鶏
も
鳴
き
そ
び
れ
る
明

け
の
七
つ
の
時
分
か
ら
魚
荷
を
担
ぐ
小
揚

こ
あ
げ

ら

の
、
ね
じ
り
鉢
巻
ふ
ん
ど
し
姿
、
荷
揚
げ
の

声
も
勇
ま
し
く
、
八
百
八
町
の
暁
は
こ
こ
日

本
橋
よ
り
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

す
で
に
橋
の
上
は
人
で
ご
っ
た
返
し
て
い

ま
す
。
そ
の
多
く
は
肩
か
ら
天
秤
棒
を
さ
げ

た
魚
売
り
。
当
時
の
魚
屋
は
皆
こ
の
ス
タ
イ

ル
で
す
。
売
り
声
と
と
も
に
町
内
ま
で
や
っ

て
き
て
、
そ
の
場
で
魚
を
さ
ば
い
て
く
れ
る

の
で
す
か
ら
、
あ
り
が
た
い
存
在
で
す
。
今

し
も
橋
の
向
こ
う
か
ら
飯
台
を
カ
タ
カ
タ
い

わ
せ
て
一
人
の
魚
売
り
が
急
ぎ
足
に
や
っ
て

き
ま
し
た
。
名
前
を
次
郎
吉

じ

ろ

き

ち

と
で
も
し
ま
し

ょ
う
。
か
れ
は
、
魚
売
り
の
他
に
も
う
一
つ

の
稼
業
を
も
っ
て
い
る
そ
う
な
。
次
郎
吉
は

通
行
人
を
す
り
ぬ
け
る
よ
う
に
天
秤
棒
を
器

用
に
振
り
な
が
ら
、
黒
塗
り
の
魚
河
岸
の
木

戸
に
自
分
の
身
体
を
も
ぐ
り
込
ま
せ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
今
回
は
こ
の
魚
売
り
の
あ
と
に

つ
い
て
、
日
本
橋
魚
河
岸
の
朝
売
り
の
様
子

を
な
が
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

魚
に
定
価
は
な
い

次
郎
吉
が
と
び
込
ん
だ
の
は
魚
河
岸
の
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
も
い
う
べ
き
本
船
町

ほ
ん
ふ
な
ち
ょ
う

の

表
店

お
も
て
だ
な

。
通
り
の
両
側
に
は
魚
問
屋

う
お
ど
い
や

が
並
び
ま

す
。
粗
末
な
建
物
で
す
が
商
い
は
活
発
で
、

江
戸
前
海

え
ど
ま
え
か
い

の
豊
か
な
魚
介
類
を
背
景
と
し
て
、
江
戸
で
は
魚
食
文
化
が
花
開
き
ま
す
。
魚
好
き
の

人
び
と
の
需
要
を
ま
か
な
う
魚
河
岸
で
は
毎
朝
活
発
な
取
引
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。「
朝
千
両
」
と
い

わ
れ
た
魚
河
岸
の
商
売
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
魚
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き

た
か
。
魚
河
岸
の
表
裏
を
な
が
め
な
が
ら
近
世
の
魚
類
流
通
を
た
ど
っ
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。
博物館やイベント企画等の仕事を経て築
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
“魚河岸三部作”（「魚河岸四百年」「講談
魚河岸年代記」「再現日本橋魚河岸地図」）
を発表、高い評価を受ける。以降も執筆、
ブログ等を通じて、重厚な歴史記述から
奇想天外な読み物まで、消え行く魚河岸
を“河岸の表現者”の視点から描き続け
ている。
HP『魚河岸野郎』
http://www.sakanaya.co.jp
『築地の魚河岸野郎』
http://www.uogashiyarou.co.jp

挿
絵
・
森
火
山

第
三
回
　
江
戸
に
旅
す
る
魚
た
ち
　
執
筆
・
冨
岡
一
成

魚
食
文
化
四
世
紀
の
歴
史
発
掘

魚河岸の符牒。9文字の縁起の良い言葉を使って数字をあらわした。左側の例では「ア１・サ２・イ３・チ４・ワ５・ニ６・ギ
７・ヤ８・カ９」、「チワ」なら４５．つまり銀四百五十といったところ（東京魚市場卸協同組合所蔵）



こ
れ
ら
の
問
屋
が
数
百
と
ま
と
ま
っ
た
魚
河

岸
は
毎
朝
千
両
と
い
う
豪
勢
な
商
売
を
く
り

ひ
ろ
げ
ま
し
た
。

「
お
や
、
次
郎
吉
さ
ん
、
今
朝
は
ゆ
っ
く
り

だ
ね
え
。
ど
う
だ
い
こ
の
あ
じ
．
．

を
つ
れ
て
い

き
な
よ
」

「
見
な
よ
立
派
な
に
べ
．
．

だ
。
今
揚
が
っ
た
ば

か
り
と
く
る
。
お
っ
と
ニ
ベ
も
ね
え
な
」

次
郎
吉
は
な
か
な
か
の
顔
で
す
。
あ
ち
こ

ち
の
仲
買
人
が
声
を
か
け
る
の
を
や
り
過
ご

し
、
馴
染
み
の
店
に
足
を
止
め
ま
し
た
。

「
ほ
う
、
良
い
い
さ
き

．
．
．

だ
な
」

「
こ
れ
は
目
が
高
い
。
こ
い
つ
は
子ね

の
方
角

を
拝
ん
で
呼
ん
だ
と
い
う
代
物

し
ろ
も
の

だ
」

む
ぎ
わ
ら
い
さ
き

．
．
．
．
．
．
．

は
北
を
向
い
て
食
べ
ろ
、

と
諺

こ
と
わ
ざに

あ
る
よ
う
な
丸
々
と
太
っ
た
旬
の
い．

さ
き
．
．

。
次
郎
吉
は
こ
れ
を
出
入
り
の
お
屋
敷

へ
届
け
る
心
算

つ
も
り

で
い
ま
す
。

「
ぴ
ん
．
．

で
ど
う
で
す
」

「
そ
り
ゃ
あ
高
く
ね
え
か
。
き
わ
．
．

に
し
て
お

け
よ
」

ぴ
ん
．
．

は
数
字
の
一
を
意
味
し
、
こ
の
場
合

は
百
文
、
き
わ
．
．

は
九
の
こ
と
で
、
次
郎
吉
は

百
文
の
い
さ
き

．
．
．

を
九
十
文
に
し
ろ
と
い
い
ま

す
。
値
の
や
り
と
り
は
こ
ん
な
符
丁

ふ
ち
ょ
う

で
行
な

わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
代
は
魚
に
値
札
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

定
価
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。

で
は
、
実
際
に
魚
の
値
段
は
ど
の
よ
う
に
決

め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

魚
問
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
契
約
産
地
を

持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
持
浦

も
ち
う
ら

と
い
い
、
鯛

問
屋
に
限
っ
て
は
敷
浦

し
き
う
ら

と
い
い
ま
し
た
。
こ

れ
ら
浜
方
か
ら
毎
朝
魚
荷
が
平
田
舟

ひ
ら
た
ぶ
ね

に
着
き

ま
す
。
問
屋
は
こ
の
荷
物
を
自
分
の
息
の
か

か
っ
た
仲
買

な
か
が
い

へ
と
渡
す
の
で
す
が
、
こ
の
時

に
は
ま
だ
値
段
を
決
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の

ま
ま
委
託
す
る
だ
け
で
す
。

仲
買
は
独
立
し
て
店
を
構
え
る
者
も
い
ま

し
た
が
、
多
く
は
問
屋
に
従
属
し
、
店
先
を

借
り
て
商
売
を
し
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
預
か

っ
た
魚
を
町
の
魚
屋
や
料
理
屋
相
手
に
自
分

の
裁
量
で
売
り
ま
す
。
次
郎
吉
か
ら
九
十
文

に
値
切
ら
れ
た
い
さ
き

．
．
．

も
仲
買
が
頭
の
な
か

で
は
じ
い
た
算
盤

そ
ろ
ば
ん

に
合
え
ば
取
引
成
立
と
な

り
ま
す
。

さ
て
、
午
後
の
河
岸
引
け
に
な
る
と
魚
河

岸
会
所

か
い
し
ょ

（
組
合
の
事
務
所
）
に
問
屋
の
旦
那

衆
や
番
頭
連
中
が
顔
を
そ
ろ
え
て
、
こ
れ
か

ら
魚
の
相
場
が
話
し
合
わ
れ
ま
す
。
今
日
の

入
荷
状
況
、
季
節
や
天
候
な
ど
を
考
慮
し
て

細
か
く
魚
の
値
が
決
ま
る
と
、
今
度
は
そ
こ

に
仲
買
た
ち
が
呼
ば
れ
ま
す
。
問
屋
側
は
こ

こ
で
は
じ
め
て
委
託
し
た
魚
の
代
価
を
か
れ

ら
に
伝
え
ま
す
。
仲
買
は
そ
の
金
額
よ
り
も

自
分
が
店
先
で
商
っ
た
売
上
の
方
が
大
き
け

れ
ば
、
そ
の
差
し
引
き
が
利
益
と
な
り
ま
す
。

逆
に
小
さ
け
れ
ば
損
で
す
が
、
こ
の
場
合
は

問
屋
に
か
け
合
っ
て
ま
け
て
も
ら
う
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
仲
買
と
い
う
の
は
自
分

の
才
覚
ひ
と
つ
で
な
か
な
か
儲
か
る
商
売
で

し
た
。

魚
河
岸
の
問
屋
・
仲
買
は
、
現
在
の
中
央

卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
・
仲
卸
の
前
身
で
す

が
、
そ
の
性
格
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
現

代
の
卸
売
市
場
で
は
卸
会
社
が
あ
つ
め
た
魚

を
仲
卸
が
セ
リ
．
．

に
よ
っ
て
値
決
め
を
し
て
、

小
売
店
、
量
販
店
な
ど
へ
売
り
ま
す
。
そ
の

取
引
は
公
正
・
公
平
を
旨
と
し
た
透
明
性
の

高
い
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
の
魚

河
岸
で
は
魚
の
値
段
は
一
部
の
市
場
業
者
が

密
室
で
決
定
す
る
も
の
で
し
た
。
セ
リ
．
．

は
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
仲
買
が
魚
売
り
相
手

に
お
こ
な
う
商
行
為
の
一
種
で
、
魚
介
類
の

適
正
価
格
を
は
か
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

公
正
・
公
平
に
欠
け
る
き
ら
い
は
あ
り
ま

し
た
が
、
何
し
ろ
幕
府
へ
の
納
魚
を
第
一
と

す
る
施
設
で
す
か
ら
、
市
中
売
り
に
対
し
て

の
規
制
は
緩
や
か
で
す
。
魚
が
ふ
え
れ
ば
安

く
な
り
、
少
な
け
れ
ば
高
い
。
そ
れ
が
か
え

っ
て
自
然
の
生
産
物
で
あ
る
魚
の
実
情
に
か

な
っ
て
、
特
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
な
く
三

百
年
あ
ま
り
も
こ
の
よ
う
な
商
売
が
続
き
ま

し
た
。

仲
買
人
ど
も
に
申
し
渡
す

次
郎
吉
は
お
目
当
て
の
魚
を
そ
ろ
え
る
た

め
、
い
く
つ
か
の
仲
買
を
ま
わ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
仲
買
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
魚
を
並
べ

た
板
を
往
来
へ
せ
り
だ
す
よ
う
に
商
売
を
し

て
い
ま
す
。
長
さ
五
尺
、
幅
二
尺
三
寸
と
定

め
ら
れ
た
こ
の
板
を
板
船

い
た
ぶ
ね

と
い
い
ま
す
。
単

に
魚
を
の
せ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
が
か
れ

ら
の
営
業
権
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
仲
買
は

板
船
一
枚
に
つ
き
い
く
ら
と
い
う
庭
銭

に
わ
せ
ん

を
大

家
で
あ
る
問
屋
や
商
店
主
に
支
払
い
ま
す
。

一
種
の
株
と
し
て
定
着
し
た
魚
河
岸
特
有
の

権
利
で
す
。
市
場
の
発
展
に
関
係
す
る
も
の

な
の
で
、
時
代
を
戻
し
て
そ
の
な
り
た
ち
を

み
て
み
ま
し
ょ
う
。

森
孫
右
衛
門

も
り
ま
ご
え
も
ん

の
子
九
左
衛
門

き
ゅ
う
ざ
え
も
ん

が
日
本
橋
小

田
原
町
に
開
い
た
七
軒
の
魚
問
屋

う
お
ど
い
や

か
ら
魚
河

岸
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し

た
。
こ
の
店
が
分
れ
、
さ
ら
に
関
西
の
別
の

魚
商
人
た
ち
の
新
規
参
入
に
よ
っ
て
市
場
が

拡
大
し
た
過
程
も
み
て
き
ま
し
た
。

江
戸
市
街
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
魚
の
取

扱
量
も
ふ
え
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
限
ら
れ

た
市
場
区
域
に
小
さ
な
問
屋
が
ひ
し
め
く
魚

河
岸
で
は
各
々
の
魚
問
屋
が
商
売
の
規
模
を

仲買への荷渡風景。問屋は値段を決めずに魚荷を仲買へ渡す。お辞儀をしているのが仲買。左側は魚売り。江戸時代の魚屋はみなこのスタイル
（東京魚市場卸協同組合所蔵）
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ひ
ろ
げ
る
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
り
ま
し

た
。
自
分
の
系
列
下
に
暖
簾

の
れ
ん

分
け
す
る
こ
と

は
自
ら
の
集
荷
力
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
自
分
た
ち
の
権
利
を
手

離
さ
ず
に
商
売
を
拡
大
さ
せ
る
方
法
と
し
て

請
下

う
け
し
た

と
い
う
者
を
使
っ
て
魚
を
売
ら
せ
ま
し

た
。
こ
の
請
下
が
の
ち
に
仲
買
と
呼
ば
れ
ま

す
。
問
屋
業
務
か
ら
販
売
部
門
を
独
立
分
業

化
す
る
こ
と
で
商
売
の
効
率
は
大
き
く
向
上

し
ま
し
た
。

魚
河
岸
は
本
小
田
原
町
か
ら
周
辺
の
町
を

侵
食
す
る
か
た
ち
で
市
場
区
域
を
ひ
ろ
げ
ま

す
。
日
本
橋
川
に
面
す
る
本
船
町
界
隈
は
荷

揚
げ
に
利
便
な
一
等
地
で
し
た
が
、
こ
こ
に

は
江
戸
初
期
よ
り
船
具
商
た
ち
が
住
ん
で
い

ま
し
た
。
仲
買
人
ら
は
そ
の
店
前
を
明
け
六

つ
（
午
前
六
時
頃
）
ま
で
と
い
う
約
束
で
借

り
受
け
ま
す
。
し
か
し
時
間
が
守
ら
れ
な
い

ば
か
り
か
、
た
び
か
さ
な
る
仲
買
人
の
乱
暴

な
振
舞
い
に
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
ま
せ
ん
。
そ

し
て
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
四
月
十
二

日
朝
、
つ
い
に
け
が
人
を
出
す
刀
傷
沙
汰
に

ま
で
お
よ
ん
だ
こ
と
で
船
具
商
た
ち
は
お
恐

れ
な
が
ら
と
町
奉
行
所
に
訴
え
出
ま
す
。

「
こ
の
た
び
の
本
船
町
麻
店
前
に
て
の
仲
買

人
不
届
き
な
行
状
に
つ
き
吟
味
い
た
す
」

こ
の
と
き
お
白
洲
に
立
っ
た
の
が
名
奉
行

と
名
高
い
大
岡
越
前
守
忠
相

お
お
お
か
え
ち
ぜ
ん
の
か
み
た
だ
す
けで

す
。

「
平
素
よ
り
魚
河
岸
は
混
雑
を
き
わ
め
公
道

を
塞
ぎ
、
そ
の
上
、
売
人
ら
の
風
俗
き
わ
め

て
悪
し
く
乱
暴
の
多
い
こ
と
は
奉
行
も
聞
き

お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仲
買
人
ど
も
に
申

し
渡
す
。
す
み
や
か
に
場
所
を
明
け
渡
し
定

法
に
従
え
」

い
っ
た
ん
営
業
停
止
の
処
分
を
受
け
ま
す

が
、
温
情
あ
る
裁
定
に
よ
り
廃
業
は
ま
ぬ
が

れ
ま
す
。
も
と
も
と
船
具
商
も
い
く
ば
く
か

の
場
所
代
を
取
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
む

し
ろ
一
定
の
貸
借
料
を
定
め
て
規
制
す
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し

て
生
ま
れ
た
の
が
板
船
で
す
。

板
船
権
の
確
定
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
ロ
ー
的

な
仲
買
人
が
商
売
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で

す
か
ら
怪
我
の
功
名
と
い
え
ま
す
。
増
大
す

る
市
中
売
り
へ
の
対
応
に
仲
買
の
存
在
は
不

可
欠
で
す
。
大
岡
裁
き
は
結
果
的
に
魚
河
岸

の
発
展
を
う
な
が
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

板
船
は
既
得
権
と
し
て
長
く
残
り
、
魚
河

岸
が
築
地
へ
移
転
し
た
際
に
権
利
保
有
者
へ

の
補
償
問
題
が
も
ち
上
が
り
ま
す
。
代
議
士

へ
の
賄
賂
が
明
る
み
と
な
り
、
世
に
い
う

板
船
疑
獄

い
た
ふ
ね
ぎ
ご
く

と
い
う
大
事
件
に
発
展
す
る
の
で

す
が
、
そ
れ
は
後
世
の
お
話
で
す
。

お
魚
、
御
用
だ

い
わ
し

．
．
．

、
こ
は
だ

．
．
．

、
さ
っ
ぱ

．
．
．

な
ど
の
多
獲

魚
は
ダ
ン
ベ
イ

．
．
．
．

と
呼
ば
れ
る
大
樽
に
水
を
張

っ
て
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
単
価

が
安
い
た
め
に
一
本
ご
と
で
な
く
、
は
か
り

．
．
．

手
組
．
．

と
い
う
小
魚
専
門
業
者
が
す
く
い
ざ
る

．
．
．
．
．

に
一
杯
い
く
ら
で
は
か
り
売
り

．
．
．
．
．

し
ま
し
た
。

い
さ
き

．
．
．

を
見
た
な
ら
、
す
ぐ
に
入
梅
い
わ
し

．
．
．
．
．

の
季
節
で
す
。
次
郎
吉
は
長
屋
の
お
か
み
さ

ん
た
ち
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
飯
台

の
ひ
と
つ
を
色
つ
や
の
良
い
い
わ
し

．
．
．

で
満
た

し
ま
し
た
。

「
い
や
な
奴
に
出
く
わ
し
た
な
」

次
郎
吉
は
道
の
向
こ
う
に
知
っ
た
顔
を
認

め
る
と
、
路
地
裏
に
さ
っ
と
身
を
寄
せ
ま
し

た
。
通
り
を
や
っ
て
く
る
男
は
、
藍あ

い

の
小
袖

に
黒
無
地
の
八
丈
を
羽
織
り
、
髷ま

げ

を
細
長
の

本
多

ほ
ん
だ

に
結
っ
た
当
世
風
な
つ
く
り
。
し
か
し

そ
の
眼
は
ぎ
ら
ぎ
ら
と
鋭
く
、
懐
中

ふ
と
こ
ろ

に
手
鈎

て
か
ぎ

を
の
ぞ
か
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
界
隈
で
蛇
蝎

だ
か
つ

の
ご
と
く
怖
れ
ら
れ
る
御
納
屋
役
人

お
な
や
や
く
に
ん

の
お
出

ま
し
で
す
。

こ
の
頃
に
は
幕
府
へ
の
納
魚
が
魚
河
岸
に

は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
魚
価

高
騰
を
う
け
て
、
上
物
は
高
く
売
れ
る
町
方

へ
流
し
、
御
城
に
は
そ
こ
そ
こ
の
品
を
納
め

て
お
こ
う
と
い
う
の
が
魚
河
岸
の
腹
づ
も
り
。

し
か
し
口
の
お
ご
っ
た
城
中
の
台
所
方
も
大

奥
も
旗
本
衆
も
、
そ
ん
な
お
義
理
の
上
納
に

納
得
し
ま
せ
ん
。
業
を
煮
や
し
た
幕
府
は
、

つ
い
に
自
ら
が
魚
を
集
荷
す
る
機
関
を
つ
く

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
江
戸
橋
広
小

路
に
設
置
さ
れ
た
御
納
屋
役
所

お
な
や
や
く
し
ょ

で
す
。
幕
府

ば
く
ふ

賄
方

ま
か
な
い
が
た

役
人
が
常
駐
し
、
市
場
の
内
情
に
く

わ
し
い
者
を
手
下
に
雇
っ
て
毎
朝
魚
の
集
荷

に
回
り
ま
し
た
。
御
納
屋
役
人
の
目
に
と
ま

っ
た
ら
最
後
、
ど
ん
な
高
級
魚
も
お
話
に
な

ら
な
い
値
段
で
召
し
上
げ
ら
れ
ま
す
。「
御
用

だ
」。
道
ゆ
く
魚
売
り
の
荷
物
に
ま
で
手
鈎

て
か
ぎ

が

か
け
ら
れ
取
り
上
げ
ら
れ
る
始
末
。
次
郎
吉

の
仲
間
も
さ
ん
ざ
ん
泣
か
さ
れ
ま
し
た
。
い

ま
い
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
お
上
相
手
に

喧
嘩
は
で
き
な
い
と
、
次
郎
吉
は
新
道

じ
ん
み
ち

の
軒

下
を
つ
た
っ
て
逃
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

魚
河
岸
を
ぐ
る
り
と
回
り
、
仕
入
れ
た
魚

の
重
さ
で
天
秤
棒
が
肩
に
ず
し
り
と
食
い
入

る
頃
に
は
、
東
の
空
も
白
ん
で
き
ま
す
。

「
次
郎
吉
さ
ん
、
休
ん
で
い
き
な
よ
」
魚
売

り
た
ち
の
休
憩
所
と
な
っ
て
い
る
潮
待
茶
屋

し
お
ま
ち
ぢ
ゃ
や

の
知
り
合
い
が
声
を
か
け
ま
す
。「
今
日
は
急

ぐ
の
で
ね
」
軽
く
会
釈
で
過
ぎ
よ
う
と
し
ま

し
た
が
、
も
う
一
つ
の
稼
業

．
．
．
．
．
．
．

の
用
件
を
思
い

出
し
て
た
ず
ね
ま
し
た
。

軒先きにせり出した台が「板船」である（東京魚市場卸協同組合所蔵）



「
こ
の
辺
に
金
に
困
っ
た
家

．
．
．
．
．
．

は
ね
え
か
」

朝
も
や
の
な
か
棒
手
振

ぼ

て

ふ

り

の
魚
売
り
た
ち
は

日
本
橋
を
起
点
に
し
て
四
方
に
走
り
去
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
長
屋
の
お
か
み
さ
ん

た
ち
が
朝
餉

あ
さ
げ

の
支
度
に
起
き
だ
す
頃
。
江
戸

の
町
に
い
つ
も
の
朝
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

鮮
魚
の
き
た
道

江
戸
が
開
か
れ
た
ば
か
り
の
頃
、
関
東
の

漁
業
は
未
発
達
の
状
態
で
、
先
住
の
漁
民
た

ち
が
素
朴
な
漁
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
そ

こ
に
森
一
族
の
江
戸
移
住
以
降
、
次
々
と
関

西
漁
業
が
進
出
し
て
き
ま
す
。

か
れ
ら
の
多
く
は
干
鰯

ほ
し
か

を
集
荷
し
て
地
元

関
西
に
送
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
が
、

鮮
魚
の
江
戸
出
荷
を
お
こ
な
う
者
も
続
々
と

あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
は
幕
府
の

保
護
を
受
け
る
者
も
あ
れ
ば
、
江
戸
の
発
展

を
期
待
し
て
関
東
へ
雄
飛
し
て
き
た
者
も
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
こ
と
ご
と
く
魚
商
人
で
し

た
。
江
戸
に
下
っ
た
当
初
こ
そ
自
ら
が
鮮
魚

集
荷
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、
漁
村
が
発
展
し

て
魚
荷
が
増
加
す
る
に
し
た
が
い
荷
受
問
屋

に
う
け
ど
ん
や

化
し
ま
す
。
森
一
族
が
日
本
橋
で
魚
問
屋
を

営
む
グ
ル
ー
プ
と
佃
島
漁
民
グ
ル
ー
プ
に
分

離
し
た
よ
う
に
、
後
発
の
関
西
商
人
た
ち
も

ま
た
江
戸
出
荷
圏
に
生
産
地
を
持
ち
、
そ
の

漁
獲
物
を
日
本
橋
の
魚
問
屋
で
荷
受
し
ま
し

た
。
魚
問
屋
と
持
浦

も
ち
う
ら

の
関
係
が
こ
う
し
て
築

か
れ
て
い
き
ま
す
。

関
西
魚
商
人
の
な
か
に
は
産
地
の
漁
村
に

根
を
お
ろ
し
て
鮮
魚
の
江
戸
出
荷
を
お
こ
な

う
者
も
い
ま
し
た
。
鮮
魚
回
送
用
の
押
送
舟

お
し
ょ
く
り

を
所
有
し
、
当
地
の
漁
獲
物
な
ら
び
に
周
辺

漁
村
の
魚
ま
で
も
荷
受
し
て
魚
河
岸
へ
送
り

ま
す
。
か
れ
ら
在
地
の
押
送
舟
持

お
し
ょ
く
り
も
ち

魚
商
人
は

旅
人

た
び
に
ん

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
魚
河
岸
を
つ
く
っ
た
の
も

江
戸
初
期
の
鮮
魚
出
荷
を
担
っ
た
の
も
関
西

魚
商
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
漁
業
の

先
進
地
域
で
あ
る
関
西
圏
か
ら
未
開
の
関
東

に
人
と
技
術
が
移
動
し
て
、
江
戸
の
魚
類
流

通
の
基
礎
が
形
づ
く
ら
れ
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
幕
府
も
江
戸
初
期
に
直
轄
領
で

あ
る
駿
河
国
の
漁
獲
物
を
江
戸
へ
運
ぼ
う
と

し
て
い
ま
す
。
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七

三
）
に
は
駿
河
湾
周
辺
の
村
々
に
魚
類
集
荷

人
に
よ
る
組
合
を
組
織
さ
せ
て
鮮
魚
の
江
戸

出
荷
を
う
な
が
し
ま
し
た
。
当
時
は
馬
に
よ

る
陸
送
で
、
途
中
で
箱
根
の
難
所
を
こ
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
幕
府
は
東
海
道
筋
の

宿
場
に
魚
荷
直
送
の
御
免
鑑
札

ご
め
ん
か
ん
さ
つ

を
与
え
て
輸

送
の
迅
速
化
を
は
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も

江
戸
到
着
ま
で
四
日
間
を
費
や
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
産
地
の
魚
商
人
が
苦
心
し
て
海
陸

併
用
の
ル
ー
ト
を
ひ
ら
き
ま
す
。
駿
河
湾
で

漁
獲
さ
れ
た
魚
は
馬
に
の
せ
て
伊
豆
東
岸
の

網
代
ま
で
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
押
送
舟

お
し
ょ
く
り

で
魚

河
岸
へ
送
ら
れ
ま
し
た
。
輸
送
期
間
は
二
日

間
に
短
縮
さ
れ
ま
す
。
船
を
使
う
と
魚
を
塩

水
漬
け
に
す
る
と
か
、
た
い
．
．

な
ど
高
級
魚
は

生
簀
船

い
け
す
せ
ん

で
の
輸
送
も
可
能
に
な
る
利
点
も
あ

り
ま
し
た
。

鮮
魚
の
輸
送
は
鮮
度
保
持
が
勝
負
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
と
ら
れ
ま
す
が
、
と
く

に
苦
心
し
た
例
と
し
て
外
房
の
銚
子
か
ら
鹿

島
灘
に
か
け
た
漁
村
の
江
戸
出
荷
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
地
域
で
は
夏
季
に
は
船
で
江
戸
ま

で
直
送
で
き
ま
す
が
、
八
月
か
ら
翌
年
四
月

ま
で
は
利
根
川
が
渇
水
期
と
な
る
う
え
、

北
西

な
ら
い

の
風
が
強
く
吹
い
て
船
が
途
中
で
使
え

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
夕
刻
に
銚
子
を
船
で
出

発
し
た
魚
荷
は
翌
朝
布
佐
で
い
っ
た
ん
荷
揚

げ
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
陸
路
を
馬
背
に
よ

り
布
佐
―
発
作
―
亀
成
―
浦
部
―
平
塚
―
富

塚
―
藤
ヶ
谷
―
佐
津
間
―
金
ヶ
作
―
松
戸
と

い
う
ル
ー
ト
で
そ
の
日
の
う
ち
に
届
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
水
路
に
切
り

か
え
て
翌
朝
日
本
橋
へ
送
り
ま
す
。
こ
の
布

佐
か
ら
松
戸
ま
で
七
里
半
の
道
の
り
は
鮮
魚

な

ま

街
道

か
い
ど
う

と
呼
ば
れ
、
布
佐
村
と
そ
の
周
辺
の
村

人
が
百
二
、
三
十
疋
の
馬
に
魚
荷
を
背
負
わ

せ
て
毎
日
通
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
時
代
に
は
遠
隔
地
ま
で
鮮
魚
を
運
ぶ

の
は
並
大
抵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生

産
地
で
あ
る
漁
村
、
輸
送
業
者
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
の
労
力
に
よ
っ
て
鮮
魚
の
道
が
拓
か
れ

て
い
っ
た
の
で
す
。

江
戸
前
海
の
漁
業

た
い
．
．

、
さ
わ
ら

．
．
．

、
さ
よ
り

．
．
．

、
し
ら
う
お

．
．
．
．

、

え
び
．
．

、
あ
わ
び

．
．
．

、
は
ま
ぐ
り

．
．
．
．

、
あ
さ
り

．
．
．

、
き．

す．
、
ぎ
ん
ぽ
う

．
．
．
．

、
い
し
も
ち

．
．
．
．

、
あ
い
な
め

．
．
．
．

、

あ
な
ご

．
．
．

、
は
も
．
．

、
さ
ば
．
．

、
こ
の
し
ろ

．
．
．
．

、
こ
ち
．
．

、

い
か
．
．

、
か
に
．
．

、
ぼ
ら
．
．

、
は
ぜ
．
．

、
い
わ
し

．
．
．

、
す．

ず
き
．
．

、
し
ゃ
こ

．
．
．

、
ぶ
り
．
．

、
か
れ
い

．
．
．

、
ひ
ら
め

．
．
．

、

た
ち
う
お

．
．
．
．

、
う
な
ぎ

．
．
．

、
な
ま
こ

．
．
．

、
あ
お
の
り

．
．
．
．

…
…
江
戸
前
海

え
ど
ま
え
か
い

で
獲
れ
た
魚
介
類
の
ほ
ん
の

一
部
を
並
べ
た
だ
け
で
も
実
に
賑
や
か
で
す
。

工
業
化
が
進
ん
だ
現
代
の
東
京
湾
か
ら
は
想

像
も
つ
き
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
江
戸
の
海
は

日
本
を
代
表
す
る
豊
か
な
漁
場
で
し
た
。

こ
の
海
を
と
り
か
こ
む
武
蔵
、
相
模
、
下

総
、
上
総
、
安
房
の
国
ぐ
に
の
漁
師
た
ち
に

は
操
業
規
則
が
取
り
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
た

と
え
ば
漁
を
す
る
の
に
使
っ
て
も
よ
い
漁
具

は
三
八
種
類
に
限
ら
れ
、
三
八
職

さ
ん
じ
ゅ
う
は
ち
し
ょ
くと

呼
ば

れ
ま
す
。
そ
し
て
沿
岸
の
漁
村
は
八
四
ヶ
所

の
浦う

ら

と
十
八
ヶ
所
の
磯
付
村

い
そ
つ
き
む
ら

に
区
別
さ
れ
ま

し
た
。
浦
は
漁
業
を
専
業
と
す
る
純
漁
村
で

あ
る
の
に
対
し
磯
付
村
は
副
業
的
に
漁
業
を

お
こ
な
い
、
船
は
使
え
な
い
な
ど
の
制
約
を

受
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
規
則
は
や
が
て
漁

師
た
ち
の
漁
業
権
と
し
て
定
着
し
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
時
代
に
は
明
確
な
線
引
き
の
な

い
海
の
上
で
漁
法
が
入
り
乱
れ
て
の
漁
獲
物

争
奪
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

漁
師
の
獲
っ
た
魚
介
類
は
す
べ
か
ら
く
江

戸
の
魚
問
屋
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。
魚
問
屋

は
幕
府
へ
の
納
魚
請
負
に
よ
っ
て
、
産
地
に

対
し
て
絶
大
な
力
を
も
ち
ま
し
た
。
最
も
影
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響
力
の
大
き
い
魚
河
岸
は
四
組

し
く
み

肴
さ
か
な

問
屋

ど
い
や

と
呼

ば
れ
、
本
小
田
原
町
組
、
本
船
町
組
、
本
船

町
横
店
組
、
安
針
町
組
の
四
組
合
が
輪
番
で

納
魚
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
本
芝

ほ
ん
し
ば

、

芝し
ば

金
杉

か
な
す
ぎ

、
新
場

し
ん
ば

の
三
市
場
も
納
魚
を
負
っ
て

お
り
、
の
ち
に
こ
れ
ら
を
称
し
て
七
組
肴
問

屋
と
い
い
ま
し
た
。

本
芝
と
芝
金
杉
は
、
も
と
も
と
江
戸
に
い

た
芝
の
漁
民
ら
が
江
戸
開
府
の
頃
に
東
海
道

筋
で
魚
売
り
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。

芝
浦
は
八
四
ヶ
浦
の
中
核
を
な
す
存
在
で
、

そ
の
権
威
に
乗
じ
て
魚
市
場
公
許
を
と
り
つ

け
ま
し
た
。
本
芝
は
芝
横よ

こ

新
町

し
ん
ま
ち

に
、
芝
金
杉

は
芝
赤
羽
根

あ

か

ば

ね

に
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
魚
荷
は

魚
河
岸
へ
送
ら
れ
、
両
市
場
に
は
少
量
の
も

の
が
揚
が
っ
た
の
で
雑
魚
場

ざ

こ

ば

と
よ
ば
れ
ま
す
。

多
品
種
少
量
の
た
め
に
か
え
っ
て
珍
重
さ
れ
、

芝し
ば

肴ざ
か
な

の
名
で
江
戸
庶
民
に
好
ま
れ
ま
し
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
新
場
は
、
延
宝
二
年
（
一

六
七
四
）
に
本
牧
浦

ほ
ん
も
く
う
ら

の
漁
民
ら
に
よ
っ
て
日

本
橋
本
材
木
町
に
開
か
れ
た
魚
市
場
で
す
。

そ
の
起
立
に
は
同
浦
に
対
す
る
魚
河
岸
の
高

率
口
銭

マ
ー
ジ
ン

を
め
ぐ
っ
て
抗
争
が
あ
り
、
訴
訟
の

末
に
漁
民
が
京
都
出
身
の
商
人
の
後
援
を
受

け
て
開
設
し
た
い
わ
く

．
．
．

が
あ
り
ま
す
。

三
市
場
と
も
漁
民
の
う
ち
か
ら
魚
問
屋
、

仲
買
、
魚
売
り
な
ど
の
魚
類
流
通
業
へ
と
転

身
し
た
も
の
で
す
。
魚
河
岸
に
と
っ
て
は
ラ

イ
バ
ル
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
本

芝
・
芝
金
杉
は
十
月
か
ら
四
月
ま
で
の
仕
入

れ
し
か
許
さ
れ
ず
、
新
場
は
武
蔵
、
相
模
の

三
一
ヶ
浦
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
実
力
の
差
は

歴
然
と
し
て
お
り
、
鮮
魚
流
通
の
実
権
は
魚

河
岸
が
握
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

江
戸
が
開
か
れ
て
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
を

経
過
し
た
元
禄
期
（
一
六
八
八
―
一
七
〇
四
）

に
は
、
江
戸
の
漁
業
は
魚
河
岸
を
中
心
と
し

た
江
戸
魚
問
屋
に
よ
る
支
配
体
制
の
も
と
に

編
成
さ
れ
、
産
地
漁
業
者
は
魚
問
屋
へ
の

隷
属

れ
い
ぞ
く

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

魚
河
岸
の
産
地
支
配

江
戸
魚
問
屋
に
よ
る
漁
業
者
支
配
は
職
貸

し
ょ
く
が
し

と
よ
ば
れ
る
漁
村
へ
の
資
金
仕
入
に
よ
っ
て

お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

魚
問
屋
は
自
分
の
持
浦

も
ち
う
ら

の
漁
業
者
に
漁
具

の
購
入
・
補
修
資
金
か
ら
漁
夫
の
雇
用
金
や

食
事
の
費
用
に
い
た
る
ま
で
前
貸
し
す
る
か

わ
り
に
、
漁
村
の
全
漁
獲
物
を
引
き
取
る
と

い
う
仕
組
み
で
す
。
た
だ
し
高
額
な
漁
船
は

職
貸
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
た
の
で
、
当
時

の
仕
入
証
文
に
よ
る
と
、
ひ
と
網

．
．
．

に
つ
き
十

両
か
ら
数
十
両
が
限
度
で
し
た
。
し
か
も
漁

獲
物
の
代
金
は
魚
問
屋
の
都
合
で
仕
切
っ
た

の
で
、
商
売
の
規
模
か
ら
み
れ
ば
、
わ
ず
か

な
金
で
漁
業
者
か
ら
魚
を
収
奪
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
え
ま
す
。

漁
業
者
は
仕
入
金
を
返
し
て
魚
問
屋
の
支

配
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
も
、
い
っ
ぺ
ん

に
は
返
済
で
き
な
い
取
り
決
め
で
し
た
。「
魚

荷
百
貫
に
つ
き
三
両
ず
つ
消
金
」
す
る
の
が

通
例
で
、
仕
入
金
に
は
利
息
も
つ
く
た
め
に
、

返
済
期
間
は
次
々
に
延
長
さ
れ
ま
す
。
漁
業

者
は
い
つ
ま
で
も
魚
問
屋
に
魚
を
送
り
続
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
返
済

方
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
江
戸
魚
問
屋
は
長
く

漁
業
者
支
配
を
続
け
ま
し
た
。

産
地
か
ら
の
江
戸
出
荷
は
漁
村
か
ら
魚
問

屋
へ
直
送
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
多
く
は
在

地
の
押
送
舟
持
魚
商
人

お
し
ょ
く
り
も
ち
う
お
し
ょ
う
に
ん

、
通
称
旅
人

た
び
に
ん

を
経
由

し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
魚
問
屋
は

こ
こ
に
も
資
金
投
下
を
し
て
い
き
ま
す
。
旅

人
の
集
荷
元
手
金
や
押
送
舟
代
金
を
仕
入
す

る
こ
と
で
、
か
れ
ら
を
通
じ
て
産
地
の
漁
獲

物
の
確
保
を
ね
ら
い
ま
し
た
。
押
送
舟
代
金

の
名
目
で
貸
付
け
た
金
額
は
大
型
船
で
約
四

十
両
、
小
型
船
で
は
十
両
程
度
。
こ
れ
で
旅

人
を
手
な
づ
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
流
通
段

階
へ
の
資
金
投
下
は
職
網

し
ょ
く
あ
み

と
よ
ば
れ
、
漁
業

者
に
対
す
る
職
貸

し
ょ
く
が
し

同
様
、
一
括
返
済
は
で
き

な
い
決
ま
り
で
し
た
。

江
戸
魚
問
屋
と
旅
人
ら
の
特
定
関
係
を
つ

く
っ
た
要
因
に
江
戸
前
海
の
通
船
統
制

つ
う
せ
ん
と
う
せ
い

が
あ

り
ま
し
た
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、
幕
府

は
海
上
警
護
の
た
め
に
浦
賀

う
ら
が

奉
行
所

ぶ
ぎ
ょ
う
し
ょ

を
設
立

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
押
送
舟
を
は
じ
め
、

日
本
橋
魚
河
岸
の
ハ
テ
ナ
？
コ
ラ
ム

江
戸
に
花
開
い
た
魚
食
文
化
　
江
戸
の
人
々
は
魚
好
き
　

魚
河
岸
は
江
戸
城
内
の
御
膳
魚
御
用
を
つ
と
め
る
機
関
だ

っ
た
。
日
々
の
納
魚
は
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
何
を

お
い
て
も
守
ら
れ
て
い
た
が
、
た
い
（
鯛
）、
こ
い
（
鯉
）、

ひ
ら
め
（
平
目
）、
ぼ
ら
（
鯔
）、
す
ず
き
（
鱸
）、
し
ら
う
お

（
白
魚
）
な
ど
流
通
量
の
少
な
い
高
級
魚
を
市
価
の
十
分
の

一
程
度
の
廉
価
で
お
さ
め
ね
ば
な
ら
ず
、
実
際
に
は
大
き
な

負
担
を
し
い
ら
れ
た
。

江
戸
中
期
、
元
禄
の
頃
（
一
六
八
八
ー
一
七
〇
四
）
に
は
、

江
戸
の
経
済
が
急
激
に
発
展
し
、
金
銀
が
幅
を
き
か
せ
る
時

代
が
到
来
す
る
。
そ
の
主
役
は
町
人
で
、
身
分
で
は
武
家
に

か
な
わ
な
い
が
財
力
で
対
抗
し
て
い
く
風
潮
が
生
れ
て
い

く
。
町
人
の
生
活
は
華
美
に
は
し
り
、
と
り
わ
け
衣
食
に
は

銭
を
遣
い
、
走
り
も
の
（
初
物
）
の
魚
に
法
外
な
金
銭
を
出

す
よ
う
な
見
栄
を
競
う
世
相
が
は
び
こ
っ
た
。
初
鰹
に
三
両

（
現
在
の
十
四
、
五
万
円
程
度
の
額
）
が
惜
し
げ
も
な
く
費

や
さ
れ
た
逸
話
は
、
今
日
で
も
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
風
潮
に
幕
府
は
た
び
た
び
倹
約
令
を
出
す
が
守
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
魚
河
岸
の
商
売
も
い
き
お
い
町
人

層
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

江
戸
前
海
の
豊
富
な
漁
獲
を
背
景
に
、
あ
じ
（
鰺
）、
い

わ
し
（
鰯
）、
こ
は
だ
（
小
肌
）
な
ど
の
多
獲
魚
か
ら
、
あ

ら
ゆ
る
高
級
魚
ま
で
が
町
人
の
胃
袋
に
き
え
て
い
っ
た
。
江

戸
後
期
の
儒
学
者
寺
門
静
軒
（
一
七
九
八
ー
一
八
六
八
）
は

著
書
『
江
戸
繁
昌
記
』
で
「
鮮
魚
を
三
日
も
食
べ
な
け
れ
ば

身
体
の
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
」
と
記
す
ほ
ど
、
魚
介
類
は

江
戸
の
人
び
と
の
貴
重
な
た
ん
ぱ
く
源
と
な
る
。

鰻
、
寿
司
、
天
麩
羅
な
ど
代
表
的
な
魚
料
理
が
江
戸
で
完

成
し
た
の
は
、
豊
か
な
江
戸
前
漁
場
の
存
在
と
と
も
に
関
東

地
廻
り
醤
油
（
濃
口
タ
イ
プ
の
醤
油
）
の
出
現
が
見
の
が
せ

な
い
。
と
り
わ
け
化
政
期
（
一
八
〇
四
ー
三
〇
）
花
屋
与
兵

衛
創
始
と
い
わ
れ
る
「
に
ぎ
り
寿
司
」
は
新
鮮
な
魚
を
手
早

く
食
べ
る
江
戸
人
ら
し
い
食
べ
方
で
あ
る
。
ま
ぐ
ろ
（
鮪
）

も
、
当
時
下
魚
扱
い
だ
っ
た
が
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）

の
大
漁
時
に
醤
油
漬
け
に
し
た
「
づ
け
」
を
寿
司
に
に
ぎ
っ

た
の
が
き
っ
か
け
で
人
気
を
博
し
た
。
そ
れ
以
来
、
世
界
に

拡
が
り
を
み
せ
て
い
る
寿
司
の
代
表
格
と
な
っ
て
い
る
の
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。

●
以
上
は
、『
フ
ー
ド
カ
ル
チ
ャ
ー
』
誌
既
刊
号
（
第
十
五
号
）
で
詳
し

く
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

初代西宮源兵衛（1728-1805）。江戸の魚問屋を代表する人物。分家、
出店も多くつくり、魚河岸の大立者となる。魚問屋は五代続き、五代目
の三子にあたるのが画家森火山である。（東京魚市場卸協同組合所蔵）

（東京魚市場卸協同組合所蔵）



す
べ
て
の
船
は
奉
行
所
に
寄
航
し
積
荷
の
改

め
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

鮮
魚
を
扱
う
江
戸
魚
問
屋
で
は
、
生
魚
の
鮮

度
落
ち
の
不
便
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
船
改

め
の
免
除
と
通
船
許
可
を
願
い
出
ま
す
。
す

る
と
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
、
浦
賀
奉
行
所
よ

り
認
可
さ
れ
た
魚
問
屋
が
通
行
手
形
と
も
い

う
べ
き
生
魚
印
鑑

な
ま
う
お
い
ん
か
ん

を
発
行
す
る
権
限
を
も
ち

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
魚
問
屋
を
印
鑑

い
ん
か
ん

問
屋

ど
ん
や

と
い
い
ま
す
。
鯛
問
屋
に
か
ぎ
っ
て
は
遠
隔

地
か
ら
の
輸
送
に
通
行
切
手
を
使
っ
た
の
で

紙
切
手
問
屋

か
み
き
っ
て
ど
ん
や

と
よ
び
ま
し
た
。
生
魚
を
運
ぶ

押
送
舟
に
は
印
鑑
問
屋
、
紙
切
手
問
屋
の
証

明
が
必
要
と
な
る
た
め
、
産
地
の
旅
人
ら
は

必
ず
ど
こ
か
の
江
戸
魚
問
屋
に
結
び
つ
か
な

け
れ
ば
商
売
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

江
戸
前
海
を
か
こ
む
漁
村
の
す
べ
て
に
押

送
舟
が
あ
り
、
天
津

あ
ま
つ

、
白
浜

し
ら
は
ま

、
富
津

ふ
っ
つ

、
船
形

ふ
な
か
た

な
ど
の
有
力
漁
村
で
は
十
艘
以
上
が
旅
人
を

通
し
て
江
戸
出
荷
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
押
送
舟
は
魚
問
屋
の
資
本
で
建

造
・
維
持
さ
れ
て
い
て
、
魚
問
屋
の
名
前
で

よ
び
な
ら
わ
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
天
津

村
の
旅
人
市
兵
衛

い

ち

べ

え

が
魚
河
岸
の
有
力
問
屋
で

あ
っ
た
米
屋
太
郎
兵
衛

こ

め

や

た

ろ

べ

え

へ
送
荷
し
た
船
に
は

「
本
船
町
米
屋
太
郎
兵
衛
船
房
州
天
津
村
市
兵

衛
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。

魚
河
岸
で
は
他
の
魚
問
屋
支
配
の
旅
人
荷

物
を
せ
り
と
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
魚
問

屋
が
漁
村
へ
出
か
け
て
直
接
魚
を
買
い
つ
け

て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
ま
し
た
。
産
地
の

魚
荷
取
引
は
す
べ
て
旅
人
に
一
任
す
る
か
た

ち
を
と
っ
た
の
は
、
か
れ
ら
を
通
し
て
産
地

支
配
を
間
接
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
効
率
的

で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

旅
人

た
び
に
ん

は
産
地
で
は
小
買
商
人
と
し
て
漁
師

か
ら
漁
獲
物
を
集
荷
し
ま
す
。
か
れ
ら
の
う

ち
に
は
網
元
を
兼
ね
る
者
や
名
主
を
勤
め
る

者
も
い
ま
し
た
。
流
通
手
段
を
お
さ
え
、
漁

民
を
自
ら
の
も
と
に
編
成
す
る
こ
と
で
利
潤

を
吸
い
上
げ
ま
す
。
か
れ
ら
は
地
元
領
主
へ

の
冥
加
金

み
ょ
う
が
き
ん

に
よ
り
、
や
が
て
地
小
買
商
人

ぢ
こ
が
い
し
ょ
う
に
ん

と

し
て
株
組
織
化
し
ま
す
。
独
占
集
荷
を
お
こ

な
う
旅
人
を
統
括
す
る
こ
と
で
、
江
戸
魚
問

屋
は
漁
民
か
ら
魚
を
安
値
で
確
実
に
収
奪
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
封
建
的
集
荷
組
織
は
、
江
戸
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
ゆ
る
ぎ
な
く
定
着
し
、

魚
河
岸
繁
栄
を
支
え
ま
し
た
。

魚
河
岸
支
配
の
終
焉

文
化
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
三
〇
）
に
な

る
と
江
戸
魚
問
屋
と
産
地
の
関
係
に
変
化
が

生
ま
れ
ま
す
。
浜
方
に
有
力
な
名
主
が
あ
ら

わ
れ
て
、
自
ら
が
在
地
問
屋
化
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
か
れ
ら
は
漁
村
の
経
済
的
発
展
を

さ
さ
え
る
代
官
的
な
存
在
と
な
り
、
江
戸
魚

問
屋
の
支
配
を
嫌
っ
て
、
こ
れ
を
排
除
す
る

動
き
を
み
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

お
り
し
も
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
、

老
中
水
野
忠
邦

ろ
う
じ
ゅ
う
み
ず
の
た
だ
く
に

に
よ
る
政
治
改
革
、
い
わ
ゆ

る
天
保
の
改
革
が
断
行
さ
れ
ま
す
。
物
価
高

騰
が
江
戸
十
組
問
屋

と
く
み
ど
い
や

ら
商
人
の
流
通
独
占
に

あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
株
仲
間
の
解
散
が
命

じ
ら
れ
ま
す
。
幕
府
へ
の
納
魚
を
お
こ
な
う

魚
河
岸
は
そ
の
機
構
を
温
存
さ
れ
ま
す
が
、

特
権
的
支
配
力
は
失
わ
れ
ま
し
た
。
と
く
に

地
小
買
商
人
株
組
織
の
消
滅
は
大
き
な
打
撃

で
、
産
地
支
配
の
基
盤
は
も
ろ
く
も
く
ず
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
在
地
問
屋
が
自
由
に
出

荷
で
き
る
状
況
が
う
ま
れ
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
天
保
の
改
革
の
影
響
で
流
通
の

独
占
が
緩
和
さ
れ
た
の
を
受
け
、
深
川
と
築

地
に
あ
ら
た
な
魚
市
場
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

深
川
魚
市
場
は
江
戸
開
府
の
頃
に
漁
業
開
始

の
起
源
を
も
つ
深
川
漁
師
町
の
漁
民
に
よ
っ

て
、
築
地
魚
市
場
は
幕
府
白
魚
役
の
下
請
問

屋
を
出
自
と
す
る
魚
商
に
よ
っ
て
開
か
れ
ま

し
た
。
両
市
場
が
産
地
に
対
し
て
魚
河
岸
よ

り
も
魚
を
高
く
仕
入
れ
る
こ
と
を
う
た
い
文

句
に
次
々
に
荷
を
引
い
た
の
で
、
魚
河
岸
と

の
間
に
激
し
い
対
立
が
生
ま
れ
ま
す
。

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
二
月
、
富
津
村

か
ら
築
地
魚
市
場
へ
送
ら
れ
た
生
魚
押
送
舟

が
魚
河
岸
に
よ
り
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
と
い

う
事
件
が
お
こ
り
ま
す
。
魚
河
岸
と
他
市
場

の
抗
争
が
表
面
化
し
、
決
着
は
町
奉
行
の
預

か
り
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
裁
定
を
下

す
の
が
こ
れ
も
名
奉
行
と
名
高
い
遠
山
左
衛

と
お
や
ま
さ
え

門
尉
景
元

も
ん
の
じ
ょ
う
か
げ
も
とで

す
。
遠
山
の
金
さ
ん
は
「
ま
あ

仲
良
く
お
や
ん
な
よ
」
と
ば
か
り
、
深
川
・

築
地
の
日
本
橋
魚
河
岸
へ
の
編
入
を
勧
め
ま

し
て
、
こ
れ
に
て
一
件
落
着
と
な
り
ま
し
た
。

両
市
場
を
迎
え
て
魚
河
岸
は
問
屋
数
を
ふ

や
し
ま
す
が
、
よ
そ
者

．
．
．

の
参
入
を
許
す
こ
と

は
結
束
力
の
弱
体
化
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、

も
は
や
漁
民
の
自
由
出
荷
を
認
め
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
失
地
回
復
を
ね
ら
う
魚
河

岸
で
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
幕
府
は
瓦
解
。
後

ろ
だ
て
を
失
し
な
い
、
か
つ
て
の
地
位
を
と

り
戻
す
こ
と
は
つ
い
に
出
来
な
か
っ
た
の
で

す
。
魚
問
屋
の
支
配
下
で
渡
世
し
て
き
た

旅
人

た
び
に
ん

た
ち
は
世
の
中
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
、

多
く
は
未
返
済
金
を
残
し
た
ま
ま
、
い
ず
れ

か
行
方
知
れ
ず
と
な
り
ま
し
た
。時

代
は
変
わ
る

時
代
は
明
治
へ
と
移
り
ま
す
。
封
建
的
支

配
体
制
か
ら
の
が
れ
た
浜
方
に
、
今
度
は
産

業
資
本
が
入
り
こ
み
、
そ
こ
に
は
別
な
か
た

ち
で
の
支
配
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。

近
代
社
会
に
と
り
残
さ
れ
た
魚
河
岸
は
、

東
京
の
真
ん
中
に
閉
ざ
さ
れ
た
窟し

ま

で
日
々
の

販
売
競
争
に
糊
口

こ
こ
う

を
継
い
で
い
き
ま
す
。

魚
河
岸
が
市
場
流
通
の
拠
点
と
し
て
、
ふ

た
た
び
大
き
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、

大
震
災
と
世
界
大
戦
と
い
う
大
き
な
時
代
の

節
目
を
経
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

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
。

参
考
文
献

・
『
近
世
の
漁
村
』（
荒
居
英
次
著
・
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
〇
年
）

・
『
日
本
橋
魚
河
岸
の
歴
史
』（
岡
本
信
男
／
木
戸
憲
成
著
・
水
産
社
・
一
九
八
五
年
）

・
『
魚
河
岸
百
年
』（
魚
河
岸
百
年
編
纂
委
員
会
・
一
九
六
八
年
）

・
『
巨
大
都
市
江
戸
が
和
食
を
つ
く
っ
た
』（
渡
辺
善
次
郎
著
・
農
文
協
・
一
九
八
八
年
）

明治時代の魚河岸。日本橋川より平田舟へと荷揚げする様子は、江戸時代と変わらない



中
国
と
日
本
の
箸
の
起
源

箸
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
発
祥
年

を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
、

も
っ
と
も
古
い
箸
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
約

三
四
〇
〇
年
前
の
中
国
殷
朝
の
都
だ
っ
た
殷

墟
か
ら
発
掘
さ
れ
た
青
銅
製
の
二
本
の
箸
で

あ
る
。
こ
れ
は
日
常
の
食
生
活
に
使
用
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
祖
霊
に
供
え
物
を
す
る

と
き
の
礼
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
国
で
箸
が
生
ま
れ
た
背
景
は
、
衛
生
面

や
熱
い
料
理
を
取
る
道
具
と
し
て
の
ほ
か

に
、
儒
教
の
経
典
の
中
か
ら
も
探
る
こ
と
が

で
き
る
。
来
客
や
目
上
の
人
の
前
で
食
事
を

す
る
と
き
、
手
づ
か
み
で
ご
飯
を
丸
め
て
口

に
入
れ
る
が
、
ど
う
し
て
も
多
め
に
ご
飯
を

取
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
あ
い
つ
は
多
く

食
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
一
度
に
多
く
取
れ

な
い
食
具
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に

箸
の
起
源
を
記
し
た
内
容
が
、
儒
教
経
典

『
礼
記
（
ら
い
き
）』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
箸
は
、
そ
の
後
、
長

い
間
王
侯
貴
族
の
宴
席
で
使
わ
れ
た
よ
う

だ
。
そ
れ
が
大
衆
へ
と
広
ま
っ
た
の
は
、
紀

元
前
一
〇
〇
年
前
後
の
前
漢
の
時
代
で
あ

る
。『
礼
記
』
に
「
お
か
ず
は
箸
、
飯
は
匙

（
さ
じ
）
を
使
う
こ
と
。
具
の
な
い
吸
い
物

も
箸
は
使
わ
な
い
」
と
、
箸
使
い
の
マ
ナ
ー

が
記
さ
れ
て
い
る
。
箸
は
匙
の
添
え
物
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
唐
の
時
代
に
な

っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し

て
い
た
。

中
国
で
箸
が
必
須
の
食
具
と
な
る
の
は
、

麺
類
が
普
及
し
た
一
〇
世
紀
の
北
宗
以
降
で

あ
る
。
麺
類
は
匙
よ
り
も
箸
の
ほ
う
が
扱
い

や
す
い
こ
と
か
ら
、
麺
類
と
と
も
に
箸
が
庶

民
へ
と
広
が
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
、
江
南

を
拠
点
に
天
下
統
一
を
果
た
し
た
明
代
に
な

る
と
、
長
江
周
辺
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
粘
り

の
あ
る
米
飯
に
箸
が
最
適
で
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ

米
の
普
及
と
並
行
し
て
箸
は
匙
の
添
え
物
で

は
な
く
、
独
立
し
た
食
具
と
し
て
中
国
全
土

に
普
及
し
た
。

当
時
、
中
国
は
横
向
き
に
箸
を
置
く
の
が

普
通
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
今
日
で
は
縦

向
き
に
置
く
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
い

つ
ご
ろ
置
き
方
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

唐
が
滅
び
混
乱
の
五
代
十
国
時
代
（
九
〇

七
〜
九
六
〇
年
）、
北
方
か
ら
遊
牧
騎
馬
民

族
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
ほ
か
の
民
族
が
侵

入
し
、
漢
民
族
の
風
俗
習
慣
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
食
事
の
面
で
は
、
羊
肉
を
は
じ

め
と
す
る
肉
食
を
中
心
と
し
た
料
理
と
な

り
、
ナ
イ
フ
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
ナ
イ
フ

で
け
が
を
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
ナ
イ
フ

の
先
を
体
の
反
対
側
に
向
け
る
よ
う
に
置
く

日
本
の
「
食
」
は
、
中
国
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
食
文
化
を
受
容
し
、
融
合
し
合
い

な
が
ら
独
自
の
文
化
と
し
て
発
達
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

そ
し
て
食
文
化
を
構
成
す
る
要
素
は
食
材
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
発
達
を
支
え
た
の
は
調

味
料
や
調
理
道
具
で
あ
り
、
食
具
や
什
器
類
に
い
た
る
脇
役
た
ち
の
存
在
を
疎

お
ろ
そ

か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

今
回
は
、「
箸
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
り
な
が
ら
日
本
の
食
文
化
を
探
っ

て
み
る
。

『礼記』（京都大学附属図書館所蔵）

放牧民の箸：紫檀、鮫皮、七宝、象牙、鼈甲などに細工を凝らしたゴビ砂漠の遊牧民のもの
（文化出版局刊『銀花第39号』より転載。写真提供：小林庸浩）

箸箸
（（
はは
しし
））

ー
ー

監
修：

宮
内
庁
御
用
達
（
株
）
箸
勝
本
店



よ
う
に
な
り
、
箸
も
縦
向
き
に
置
く
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
や
が

て
作
法
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

五
代
十
国
時
代
後
の
宋
の
時
代
（
九
六
〇
〜

一
二
七
九
年
）
に
な
る
と
、
箸
を
縦
向
き
に

置
く
の
が
一
般
的
に
な
り
、
今
日
ま
で
伝
わ

っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
中
国
や
韓
国
の
箸
の
先
が
細

く
な
っ
て
い
な
い
の
も
、
同
様
に
体
を
傷
つ

け
な
い
た
め
で
あ
り
、
凶
器
と
し
て
使
わ
せ

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ォ

ー
ク
と
ナ
イ
フ
を
使
う
西
洋
の
食
事
マ
ナ
ー

と
共
通
す
る
点
だ
。
ま
た
、
箸
と
、
中
国
で

は
チ
リ
レ
ン
ゲ
、
韓
国
で
は
匙
を
合
わ
せ
て

使
い
、
箸
は
お
か
ず
を
摘
む
補
助
的
な
食
具

と
し
て
の
役
割
が
大
き
い
。

そ
の
箸
が
日
本
に
伝
来
す
る
の
は
、
弥
生

時
代
末
期
の
三
世
紀
中
頃
に
伝
わ
っ
た
と
い

う
説
や
、
五
五
二
年
頃
の
欽
明
天
皇
の
代
に

百
済
の
聖
明
王
か
ら
仏
像
や
経
典
な
ど
と
共

に
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
日
本
に
お

け
る
箸
の
始
ま
り
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
の

中
で
、
箸
食
を
朝
廷
の
饗
宴
儀
式
に
採
用
し

た
の
が
聖
徳
太
子
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は

推
古
天
皇
に
よ
っ
て
遣
隋
使
と
し
て
派
遣
さ

れ
た
小
野
妹
子
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
作

法
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

神
様
と
人
間
の
橋
渡
し
役
を
担
っ
た

ハ
レ
の
箸

日
本
に
お
け
る
箸
の
由
来
が
諸
説
あ
る
な

か
、
物
的
証
拠
と
し
て
今
に
伝
わ
る
の
が
平

城
京
の
大
内
裏
で
あ
る
平
城
宮
跡
か
ら
発
掘

さ
れ
た
数
百
膳
の
杉
・
檜
製
の
箸
と
、
正
倉

院
宝
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
銀
製
の
箸
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
品
か
ら
、
日
本
で
箸
が

使
わ
れ
始
め
た
の
は
七
世
紀
頃
か
ら
で
、
八

世
紀
頃
か
ら
は
平
城
宮
内
に
お
い
て
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
同
じ
く
正
倉
院
の
宝
物
の

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
鉄
製
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
状

の
挟
子
（
か
な
ば
さ
み
）
を
箸
の
起
源
と
し

て
い
る
説
も
あ
る
。
神
に
供
え
る
酒
や
食
物

で
あ
る
神
饌
と
共
に
神
様
に
供
え
る
祭
器
と

し
て
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

神
に
捧
げ
る
御
箸
は
神
の
依よ

り
代し

ろ

と
な

り
、
人
間
と
共
に
食
事
を
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
神
箸

か
み
ば
し

の
形
状
は
、
古
代
か
ら

ピ
ン
セ
ッ
ト
状
の
竹
の
折
り
箸
、
も
し
く
は

白
木
の
中
太
両
細
の
両
口
箸
で
あ
る
。

竹
の
折
り
箸
は
、
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
時

代
に
か
け
て
神
事
、
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
よ

う
だ
。
白
木
の
中
太
両
細
の
両
口
箸
は
、
神

が
箸
に
宿
り
人
間
と
共
に
食
す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
。
片
方
の
口
で
人
間
が
食
し
、
も
う

片
方
の
口
で
神
が
共
に
食
す
る
と
考
え
ら
れ

て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
箸
は
、
奈
良
時

代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
主
流
だ
っ
た
。
な
か

で
も
両
口
の
柳
箸
は
、
王
朝
時
代
の
饗
宴
、

室
町
時
代
の
本
膳
料
理
、
江
戸
以
降
の
冠
婚

葬
祭
な
ど
で
正
式
の
箸
と
し
て
使
わ
れ
た
。

こ
の
ハ
レ
の
箸
は
、
割
り
箸
と
同
様
に
一
回

使
え
ば
捨
て
ら
れ
る
。

白
木
の
両
口
箸
に
使
わ
れ
る
柳
は
、
古
代

か
ら
邪
気
と
不
浄
を
祓
う
霊
木
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
立
春
後
に
い
ち
早
く
芽
を
出
す

「
め
で
た
い
（
芽
出
度
い
）」
縁
起
木
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
重
用
さ
れ
、
今
日
で
も
結
婚
式

や
正
月
の
祝
い
膳
に
は
欠
か
せ
な
い
。

神
の
依よ

り
代し

ろ

と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
箸

に
対
す
る
日
本
人
の
独
特
な
概
念
は
、
そ
れ

を
使
う
神
や
人
の
霊
魂
と
生
命
力
が
箸
に
も

宿
る
、
と
さ
れ
る
古
代
信
仰
の
名
残
り
だ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
日
の
食
生
活

に
も
、
そ
れ
と
な
く
息
づ
い
て
い
る
の
は
確

か
で
あ
る
。

中
太
両
細
の
両
口
箸
は
、
平
成
二
年
十
一

月
に
行
わ
れ
た
大
嘗
祭
で
使
わ
れ
た
神
饌
用

具
の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

箸
と
共
に
発
達
し
た
日
本
の
料
理
文
化

平
安
時
代
に
な
る
と
、
箸
を
商
う
箸
商
人

が
現
れ
た
。
紀
長
谷
雄

き

の

は

せ

お

（
八
四
五
〜
九
一
二
）

が
著
し
た
『
白
箸
翁
序
（
し
ら
は
し
の
お
き

な
の
じ
ょ
）』
の
中
に
、「
白
箸
を
売
る
翁
は

（
中
略
）
市
の
門
に
住
み
て
常
に
白
箸
を
売

り
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
御
所
の
東
門

の
前
に
あ
っ
た
東
の
市
で
箸
屋
を
営
ん
で
い

た
と
い
う
。

こ
の
時
代
、
貴
族
階
級
の
間
で
行
わ
れ
た

饗
宴
で
出
さ
れ
た
の
は
大
饗
料
理
で
あ
る
。

も
っ
と
も
古
い
日
本
料
理
の
形
だ
と
い
わ

れ
、
皿
に
盛
ら
れ
た
生
物

な
ま
も
の

や
干
物
を
手
前
に

置
か
れ
た
四
種
器

し
し
ゅ
の
も
の

（
塩
・
酢
・
酒
・
醤ひ

し
お

）
で

好
み
に
味
付
け
し
て
食
べ
た
よ
う
だ
。
食
具

大嘗祭で使われた神饌用具一式。取り箸以外は柳の木で作られている。右から両口箸、楊枝、匙、
口細箸、杓子、飯杓子、竹の取り箸（〈株〉箸勝本店所蔵　写真：井口　匡）

古代の「折り箸」
（文化出版局刊『銀花第39号』
より転載）

白木で中太両細の「両口箸」
（文化出版局刊『銀花第39号』
より転載）



は
、
箸
と
匙
が
膳
の
手
前
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
頃
は
ま
だ
匙
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

調
理
法
は
複
雑
な
も
の
で
は
な
く
、
材
料

の
切
り
方
が
料
理
人
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
だ

っ
た
。『
今
昔
物
語
集
』
の
中
に
、
藤
原
家

成
と
い
う
貴
族
が
崇
徳
天
皇
（
在
位
一
一
二

三
〜
一
一
四
二
）
の
勧
め
に
よ
っ
て
鯉
料
理

を
披
露
し
、
そ
の
鮮
や
か
な
包
丁
さ
ば
き
に

一
同
が
見
入
っ
た
、
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
調
理
人
は
、
高
貴
な
人
が
召
し
上

が
る
素
材
に
触
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、

包
丁
と
真
魚
箸
（
ま
な
ば
し
）
で
さ
ば
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
真
魚
箸
は
平
安
時
代
に
登

場
し
、
包
丁
で
魚
や
鳥
を
割
い
た
り
切
っ
た

り
す
る
だ
け
で
な
く
、
盛
り
つ
け
る
た
め
に

使
わ
れ
た
。
当
時
は
、
主
人
が
竹
を
削
っ
て

真
魚
箸
を
作
り
、
客
の
前
で
包
丁
さ
ば
き
を

披
露
し
て
も
て
な
す
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。

こ
の
習
慣
が
後
に
形
式
化
さ
れ
、
四
条
流
、

大
草
流
、
進
士
流
な
ど
の
流
派
を
生
み
、
切

る
・
見
せ
る
を
基
本
と
し
た
日
本
独
自
の
調

理
法
が
で
き
た
。
現
在
で
も
調
理
時
に
は
、

竹
や
金
属
製
の
真
魚
箸
が
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
食
材
自
体
の
香
り
が
移
ら
な
い
よ

う
に
、
野
菜
用
に
は
菜
箸
が
使
わ
れ
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
中
国
か

ら
帰
国
し
た
学
僧
達
が
持
ち
込
ん
だ
肉
食
の

穢
れ
を
嫌
う
思
想
と
と
も
に
精
進
料
理
が
普

及
し
た
。
同
時
に
物
流
が
発
達
し
、
各
地
の

名
産
物
が
京
都
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
な
か
で
も
蝦え

夷ぞ

地ち

（
今
日
の
北
海
道
）

か
ら
入
っ
て
く
る
昆
布
と
、
堅
魚
（
現
在
の

鰹
節
の
意
）
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
、
出
汁
を
基
本
と
し
た
日
本
料
理
の
基

礎
が
作
ら
れ
始
め
た
。
そ
の
後
室
町
時
代
に

本
膳
料
理
と
し
て
完
成
す
る
。

安
土
桃
山
時
代
に
は
、
本
膳
料
理
の
形
式

と
料
理
法
を
受
け
継
ぎ
、
精
進
料
理
の
影
響

も
受
け
た
懐
石
料
理
が
登
場
し
た
。
懐
石
料

理
を
創
り
出
し
た
千
利
休
は
、
茶
会
の
日
に

は
赤
杉
の
四
角
い
箸
材
を
取
り
寄
せ
、
客
の

数
だ
け
小
刀
で
削
っ
て
箸
を
作
っ
た
と
い

う
。
そ
の
箸
は
、
両
端
を
細
く
丸
み
を
も
た

せ
、
中
心
部
は
平
た
く
持
ち
や
す
い
中
平
両

細
の
形
を
し
て
い
た
。
現
在
も
「
利
久
箸
」

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
利
休
」
で
は

な
く
「
利
久
」
と
書
く
の
は
、
商
い
を
す
る

人
間
が
「
利
を
休
む
」
こ
と
は
い
け
な
い
と

い
う
考
え
方
に
由
来
す
る
と
い
う
。

江
戸
で
開
花
し
た
日
本
の
食
と
箸
文
化

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
江
戸
に
集
っ
た
単

身
者
の
た
め
の
外
食
産
業
が
発
達
し
た
。
寺

社
の
門
前
や
名
所
、
祭
り
・
縁
日
、
盛
り
場

な
ど
、
人
が
集
る
と
こ
ろ
に
屋
台
や
店
が
出

て
天
ぷ
ら
、
蕎
麦
、
寿
司
、
鰻
の
蒲
焼
な
ど

を
売
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
市
中
に
は
居
酒
屋

や
一
膳
飯
屋
が
並
び
、
庶
民
の
胃
袋
を
満
た

し
た
。
一
方
、
庶
民
に
は
縁
遠
い
高
級
料
理

店
も
軒
を
並
べ
、
会
席
料
理
を
売
り
物
に
し

た
。
前
の
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
本
膳
料

理
や
懐
石
料
理
も
、
確
実
に
根
を
下
ろ
し
、

今
日
の
日
本
料
理
の
礎
を
築
い
た
。

そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
も
と
、
江
戸
初

期
に
は
、
塗
り
箸
が
考
案
さ
れ
た
。
若
狭
塗

が
も
っ
と
も
古
く
、
貝
殻
な
ど
を
埋
め
込
ん

で
塗
り
を
重
ね
た
高
級
品
と
し
て
、
大
名
や

武
家
の
間
で
使
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
輪
島
塗
、

津
軽
塗
、
秀
衡
塗
、
会
津
塗
、
飛
騨
春
慶
塗

な
ど
、
漆
器
の
産
地
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
高
級
品
の
塗
り
箸
が
一
般

に
普
及
す
る
の
は
、
明
治
中
期
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
江
戸
時
代
中
期
に
考
案
さ
れ

た
画
期
的
な
箸
が
あ
る
。
木
や
竹
の
割
裂
性

を
利
用
し
た
便
利
さ
と
清
潔
さ
を
併
せ
も

ち
、
自
然
の
木
目
の
美
し
さ
を
そ
な
え
て
い

る
割
り
箸
だ
。
こ
の
時
代
の
割
り
箸
は
「
割

り
か
け
箸
」
も
し
く
は
「
引
裂
（
ひ
き
さ
き
）

箸
」
と
呼
ば
れ
る
竹
製
の
も
の
で
、
と
く
に

江
戸
の
鰻
屋
で
珍
重
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
吉

野
杉
で
作
る
酒
樽
の
端
材
で
作
る
割
り
箸
が

考
案
さ
れ
た
。
塗
り
箸
と
違
い
、
こ
の
端
材

か
ら
生
ま
れ
た
割
り
箸
は
一
回
使
っ
た
だ
け

で
捨
て
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
リ
サ
イ
ク

ル
の
発
達
し
て
い
た
江
戸
社
会
で
は
そ
ん
な

も
っ
た
い
な
い
使
い
方
は
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
。ま

ず
、
割
り
箸
以
外
の
上
等
な
箸
は
使
用

済
み
に
な
る
と
、「
箸
処
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
箸
屋
に
集
め
ら
れ
る
。
箸
屋
で
は
こ
れ
を

削
り
直
し
、
白
木
の
丸
い
箸
に
仕
立
て
て
蕎

麦
屋
な
ど
の
店
に
再
販
す
る
。
こ
の
使
用
済

み
か
ら
再
生
さ
れ
た
箸
は
、
蕎
麦
屋
な
ど
で

使
用
さ
れ
て
後
、
再
度
箸
処
に
集
め
ら
れ
る
。

最
後
は
漆
を
塗
ら
れ
並
品
の
塗
り
箸
と
し

て
、
一
膳
飯
屋
な
ど
に
売
ら
れ
る
運
命
を
た

江戸・浅草の蕎麦屋の様子（『金草鞋』より。三樹書房蔵）

　　割り箸の材料として再利用されているのは、江戸期と同じである

か
た
う
お



ど
る
。
庶
民
が
使
っ
た
で
あ
ろ
う
並
品
の
割

り
箸
は
、
三
度
の
命
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

日
本
の
箸
文
化
の
精
神
が
地
球
環
境
を
守
る

日
本
は
国
土
の
約
七
割
が
森
林
で
あ
る
。

こ
の
環
境
が
日
本
の
箸
文
化
を
、
竹
や
象
牙

か
ら
箸
を
作
っ
た
中
国
、
金
属
製
の
箸
を
作

っ
た
韓
国
と
違
う
方
向
へ
と
導
い
た
一
因
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
近
世
に
お
け
る

割
り
箸
の
登
場
は
画
期
的
だ
っ
た
と
い
え

る
。そ

の
割
り
箸
も
今
日
で
は
、
使
い
捨
て
に

さ
れ
る
点
、
国
産
よ
り
輸
入
製
品
が
占
め
る

割
合
が
高
い
点
に
お
い
て
、
環
境
保
護
運
動

を
展
開
す
る
団
体
や
有
識
者
か
ら
の
非
難
の

原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
割
り
箸
は
中
国
の

砂
漠
化
を
進
め
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
森

林
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、

現
在
使
わ
れ
て
い
る
割
り
箸
の
九
割
以
上
が

輸
入
で
あ
る
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
国
産
の
割
り
箸
の
消
費
量
は
伸
び
悩

ん
で
い
る
。

日
本
の
割
り
箸
の
ほ
と
ん
ど
は
、
杉
、
檜
、

白
松
、
え
ぞ
松
、
し
な
の
き
、
竹
な
ど
で
作

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
杉
や
檜
は
、
間
伐
材
を

建
材
と
し
て
柱
や
板
な
ど
に
製
材
し
、
そ
こ

で
出
て
き
た
端
材
を
割
り
箸
の
材
料
と
し
て

使
う
。
こ
の
製
法
は
、
割
り
箸
が
考
案
さ
れ

た
江
戸
期
の
製
造
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。
端

材
ま
で
も
生
か
し
て
新
た
な
命
を
そ
そ
ぐ
。

木
の
文
化
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
日
本
の
箸

文
化
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
、
息
づ
い
て
い

る
と
い
う
訳
だ
。

ま
た
国
産
の
割
り
箸
を
使
う
こ
と
は
、
日

本
の
森
林
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
健

全
な
森
林
を
守
る
た
め
に
は
、
優
良
木
の
邪

魔
に
な
る
木
を
間
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
と
き
に
出
た
間
伐
材
を
利
用
し
て

作
る
割
り
箸
は
、
山
を
守
り
、
森
林
を
守
る

た
め
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
吉
野
杉
を
使
っ

た
割
り
箸
を
考
案
し
、
割
り
箸
の
発
祥
の
地

と
し
て
有
名
な
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
で

は
、
山
を
大
切
に
す
る
心
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
吉
野
の
山
々
の
美
し
さ
は
、
木
の
文

化
を
守
り
育
て
て
き
た
職
人
達
の
心
の
表
れ

で
も
あ
る
。

取
材
協
力

宮
内
庁
御
用
達
　
（
株
）
箸
勝
本
店

参
考
資
料

『
江
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の
料
理
と
食
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活
』（
原
田
信
男
・
編
　
小
学
館
）

『
和
食
と
日
本
文
化
』（
原
田
信
男
著
　
小
学
館
）

『
箸
（
は
し
）』（
一
色
八
郎
著
　
保
育
社
）

『
世
界
地
図
か
ら
食
の
歴
史
を
読
む
方
法
』（
辻
原
康
夫
　
河
出
書
房
新
社
）

『
銀
花
』（
一
九
七
九
・
第
三
九
号
　
「
箸
の
は
な
し
」
本
田
総
一
郎
著
）

『
日
本
料
理
技
術
選
集
　
箸
の
本
』（
本
田
総
一
郎
著
　
柴
田
書
店
）

表
紙
の
解
説

『
文
月
西
陣
の
星
祭
り
』（

五
渡
亭
国
貞
〈
三
代
歌
川
豊
国
〉
画
）

七
夕
（
棚
機
）
は
、
陰
暦
七
月
七
日
の
夜
、
天
の
川
の
東

西
に
あ
る
織
女
星
と
牽
牛
星
が
年
に
一
度
会
う
と
い
う
中
国

の
伝
説
と
、
乞
巧
奠
（
き
っ
こ
う
て
ん
）
の
風
習
が
奈
良
時

代
に
伝
わ
り
、
そ
れ
に
日
本
独
自
の
棚
機
津
女
（
た
な
ば
た

つ
め
）
の
信
仰
が
合
体
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
、
女
子
の
手

芸
の
上
達
を
願
う
行
事
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
こ
の
七
夕
祝
い
（
星
祭
り
）
の
ご
馳
走
に
は

夏
の
果
物
や
も
ち
米
と
小
麦
粉
か
ら
作
る
索
餅
（
さ
く
べ
い
）

や
小
麦
粉
に
油
を
加
え
て
作
る
素
麺
（
そ
う
め
ん
）
が
用
意

さ
れ
た
。
江
戸
城
内
や
京
都
の
公
家
社
会
の
七
夕
の
膳
に
も

こ
の
素
麺
が
供
さ
れ
、
一
般
庶
民
に
も
広
く
食
べ
ら
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

表
紙
の
画
（
部
分
使
用
）
は
三
代
豊
国
が
文
政
期
（
一
八

一
八
〜
三
〇
）
に
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
左
側
に
機
を
織
る

女
性
（
織
女
星
）
を
、
右
側
に
は
牛
を
つ
れ
た
男
性
（
彦
星
）

ら
し
き
姿
が
配
さ
れ
て
い
る
。

所
蔵：

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館

奈良県吉野熊野山系の檜林：杉や檜の間伐材は建材として使用された後､その端材は　　　
（写真提供　〈株〉箸勝本店）

日本製・割り箸の作り方

桧､杉
間伐材

柱などの建築材

端材

割り箸

外国製・割り箸・塗り箸の作り方

白樺、アスペン、竹、エゾ松など原木

箸の長さ

ロータリーで剥く

箸の形に刻む
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