
　
　
　

は
じ
め
に

　

前
近
代
、
こ
と
に
江
戸
時
代
の
飲
食
店
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
居
酒
屋
」
あ

る
い
は
「
蕎
麦
（
屋
）」
を
テ
ー
マ
と
し
た
一
般
読
者
向
け
の
単
行
本
・
雑
誌
が

数
多
く
出
版
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ェ
ブ
上
で
も
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
用

い
ら
れ
て
き
た
資
料
は
、
随
筆
（『
守
貞
謾
稿
』『
嬉
遊
笑
覧
』
な
ど
）、
地
誌
、

紀
行
文
、
戯
作
（
黄
表
紙
、
滑
稽
本
な
ど
）、
絵
本
と
い
っ
た
も
の
が
多
く
、
資

料
の
性
格
上
、
時
代
的
に
は
江
戸
時
代
中
後
期
、
地
理
的
に
は
上
方
よ
り
も
江
戸

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

本
稿
で
は
、
雑
俳
・
川
柳
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
俳
諧
、

中
で
も
江
戸
時
代
前
期
の
俳
諧
を
主
に
と
り
あ
げ
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
飲
食
店

に
つ
い
て
の
知
見
の
積
み
増
し
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一　

先
行
研
究

　

雑
俳
・
川
柳
を
用
い
た
飲
食
研
究
と
し
て
は
、
山
本
成
之
助
『
川
柳
食
物
史
』

（
牧
野
出
版
・
一
九
七
六
）、
同
『
川
柳
食
物
事
典
』（
牧
野
出
版
・
一
九
八
三
）、

佐
藤
要
人
『
川
柳
江
戸
食
物
志
』（
大
平
書
屋
・
一
九
八
九
）
と
い
っ
た
も
の
が

そ
の
先
蹤
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
飲
食
の
場
と
形
態
を
考
え
る
上

う
ど
ん
屋
考

　
　
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 

で
、
今
日
で
も
十
分
に
活
用
で
き
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
雑
俳
・
川
柳
が
江
戸

時
代
の
飲
食
を
語
る
時
に
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
は
、
雑
俳
・
川
柳

の
盛
時
が
、「
江
戸
」
と
い
う
都
市
が
江
戸
ら
し
さ
を
謳
歌
し
た
時
期
と
重
な
り
、

い
わ
ゆ
る
「
江
戸
っ
子
」
気
質
を
語
る
時
の
い
か
に
も
わ
か
り
や
す
い
作
品
群
で

あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

　

一
方
、
本
稿
で
飲
食
店
を
考
察
す
る
上
で
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
主
に

江
戸
時
代
前
期
の
俳
諧
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、江
戸
時
代
中
後
期
の
雑
俳
・

川
柳
も
ま
た
広
い
意
味
で
の
俳
諧
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
前
期
の
飲
食
店
に
つ
い

て
述
べ
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
こ
れ
ら
中
後
期
の
雑
俳
・
川
柳
は
使
う
こ
と
が
で

き
な
い
。

　

広
い
意
味
で
の
俳
諧
資
料
を
駆
使
し
た
江
戸
時
代
の
飲
食
に
つ
い
て
の
先
駆
的

研
究
と
し
て
は
、
内
山
一
也
氏
『
俳
諧
食
物
考
』（
桜
楓
社
・
一
九
七
四
）
が
あ

げ
ら
れ
る
。
本
書
は
、
江
戸
時
代
の
飲
食
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
を
論
理
立
て
て

記
し
た
著
作
と
い
う
よ
り
は
、当
時
と
し
て
は
膨
大
な
俳
諧
資
料
を
精
査
し
、様
々

な
食
物
に
つ
い
て
の
表
象
を
数
多
く
紹
介
し
た
一
種
百
科
事
典
的
な
著
作
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
飲
食
を
語
る
さ
い
に
は
欠
か
せ
な
い
、
き
わ
め

て
実
証
的
な
研
究
と
し
て
現
在
で
も
高
く
評
価
で
き
る
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。

母
　
利
　
司
　
朗

一
五
三

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 



　

こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
随
筆
、
料
理
本
、
地
誌
、
戯
作
な
ど
を
用
い
、
通
史
的

に
江
戸
時
代
の
飲
食
を
な
が
め
た
も
の
は
比
較
的
多
い
。
原
田
信
男
氏
『
江
戸
の

料
理
史
』「
Ⅱ
元
禄
の
展
開　

食
物
商
売
」（
中
央
公
論
社
・
一
九
八
九
）、
大
久

保
洋
子
氏
『
江
戸
の
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド 

― 

町
人
の
食
卓
、
将
軍
の
食
卓
』（
講

談
社
・
一
九
九
八
）、
原
田
信
男
氏
『
江
戸
の
食
生
活
』「
序　

江
戸
の
食
べ
物
商

売
」（
岩
波
書
店
・
二
○
○
三
）
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。

　

ま
た
、最
近
で
は
、原
田
信
男
氏
を
中
心
と
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、「『
古

事
類
苑 

飲
食
部
』
の
現
代
版
と
い
う
べ
き
『
日
本
食
文
化
史
料
集
成
』（
仮
称
）」

を
目
指
し
た
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
予
備
版
と
い
う
べ
き
「
日
本
食
文
化

史
研
究
の
基
礎
的
史
料
に
つ
い
て
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　

人
文
』
第

七
十
一
号
・
二
○
一
九
）
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
江
戸
時
代
の
飲
食
店
に

関
わ
る
項
目
（「
Ⅴ　

食
の
商
い
」
に
「
一　

料
理
茶
屋
（
橋
爪
伸
子
）」「
二　

居
酒
屋
・
茶
店
（
大
関
綾
）」「
三　

飲
食
商
売
（
野
澤
真
樹
）」）
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　

二　

江
戸
時
代
の
飲
食
の
場
と
形
態
の
様
々

　

と
こ
ろ
で
、
町
中
の
、
あ
る
い
は
近
所
の
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
大
衆
的
な
飲

食
店
の
中
で
、
う
ど
ん
や
蕎
麦
、
丼
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
店
を
、
私
た

ち
は
今
、
何
と
呼
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
う
ど
ん
屋
、
蕎
麦
屋
、
飯
屋
、
食
堂
、

い
ろ
い
ろ
な
呼
び
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
店
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
う

ど
ん
や
蕎
麦
、
丼
、
稲
荷
な
ど
の
手
軽
な
料
理
を
、
主
に
昼
食
と
し
て
食
べ
に
来

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
格
的
な
飲
食
を
ゆ
っ
た
り
楽
し
む
た
め
に
利
用
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
江
戸
時
代
、
そ
の
よ
う
な
店
を
人
は
何
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
の
文
物
や
人
の
頭
の
中
の
連
想
を
探
る
た
め
の
恰
好
の
資
料
で
あ
る

『
俳
諧
類
船
集
』（
延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）
を
見
て
み
る
と
、

　
　
　

茶
屋　
　
　

→　

あ
ぶ
り
餅
・
焼
豆
腐

　
　
　

餅
・
団
子　

→　

茶
屋

と
い
う
連
想
関
係
が
記
さ
れ
、
餅
、
焼
豆
腐
、
団
子
を
食
べ
る
店
と
し
て
の
「
茶

屋
」
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
茶
屋
（
茶
店
）
は
、
町
中
の
飲
食
店
と
い
う
よ

り
は
、
寺
社
の
門
前
や
街
道
沿
い
に
設
け
ら
れ
、
休
憩
所
を
兼
ね
た
、
簡
易
な
造

り
の
、
軽
食
専
門
の
飲
食
店
で
あ
る
（
注
１
）。

　

一
方
、も
う
少
し
後
に
出
版
さ
れ
た『
俳
諧
小
傘
』（
元
禄
五〈
一
六
九
二
〉年
刊
）

に
な
る
と
、

　
　
　

女
中
・
茶
屋
・
湯　

→　

溫
飩　
　

 

　
　
　

団
子
・
手
桶　
　
　

→　

溫
飩
や

と
い
う
連
想
が
記
さ
れ
る
。
茶
屋
か
ら
あ
ら
た
に
「
溫
飩
」
が
連
想
さ
れ
、
さ
き

ほ
ど
茶
屋
の
食
べ
物
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
「
団
子
」
か
ら
は
「
溫
飩
や
（
屋
）」

が
連
想
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
い
う
と
、
う
ど
ん
屋
で
は
団
子
も
提
供
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
、
お
そ
ら
く
、
餅
な
ど
の
軽
い
食
事
も
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

麺
類
一
式
、
丼
物
、
お
は
ぎ
、
お
稲
荷
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
、
現
代
の

関
西
で
い
え
ば
力
餅
食
堂
、千
成
食
堂
と
い
っ
た
も
の
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
茶
屋
や
う
ど
ん
屋
と
い
っ
た
飲
食
店
を
思
わ
せ
る
店
の
飲
食
風
景

一
五
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
三
号



を
詠
ん
だ
俳
諧
を
並
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　

昼
め
し
く
ひ
に
よ
る
は
人
そ
く

　
　

打
見
か
ら
情
あ
り
そ
な
茶
や
の
か
ゝ

　
　
　
　
　
　
（『
承
応
二
年
熱
田
万
句
懐
紙
』
承
応
二
〈
一
六
五
三
〉
成
）

　
　
　

出
舟
入
舟
し
げ
き
川
口　
　
　
　
　
　

ト
原

　
　

堤
に
は
豆
腐
豆
腐
の
煮
売
し
て　
　
　
　

一
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
阿
波
千
句
』
延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）

　
　
　

昼
間
し
ば
し
と
休
む
こ
も
茨　
（
※
粗
末
な
茅
葺
き
）

　
　

道
の
べ
の
松
の
木
陰
に
煮
売
居
て　
　
　
（『
半
入
独
吟
集
』
同
年
刊
）

　
　

け
づ
ら
ふ
や
桶
を
な
ら
べ
て
水
鏡　
　
　

柳
枝

　
　
　

饂
飩
そ
ば
き
り
み
つ
ち
や
麩
の
焼　
　

貞
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
俳
諧
昼
網
』
同
年
刊
）

　
　
　

や
れ
さ
て
是
は
浦
の
風
景

　
　

煮
売
み
せ
松
の
は
ご
し
に
見
渡
せ
ば

　
　
　

馬
か
た
か
ご
か
き
田
鶴
鳴
わ
た
る　
（『
重
政
千
句
』
延
宝
こ
ろ
刊
）

　
　

一
日
の
非
番
も
外
で
日
を
く
ら
し　
　
　

灯
友

　
　
　

う
ど
ん
の
腹
を
こ
な
す
冷
酒　
　
　
　

加
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
梅
日
記
』
延
享
二
〈
一
七
四
五
〉
年
刊
）

　
　

手
の
上
に
博
奕
し
て
行
長
堤

　
　
　

一
膳
め
し
に
午
の
貝
吹
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
八
題
集
』
明
和
五
〈
一
七
六
八
〉
年
頃
刊
）

　
　

山
の
尾
を
下
れ
ば
広
き
道
あ
り
て　
　
　

遊
鴎

　
　
　

暖
簾
も
ま
ね
く
餅
と
蕎
麦
切　
　
　
　

左
皐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
鳥
の
か
た
み
』
天
保
九
〈
一
八
三
八
〉
年
刊
）

　

こ
れ
ら
の
句
に
は
、
何
屋
と
い
う
呼
称
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
が
、
人
足
、
籠

舁
、
馬
方
と
い
っ
た
外
働
き
の
肉
体
労
働
者
や
、
旅
人
が
、
昼
飯
に
う
ど
ん
、
蕎

麦
切
、
餅
、
豆
腐
、
麩
の
焼
な
ど
を
食
べ
に
来
て
い
る
様
子
が
あ
り
あ
り
と
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
。

　

以
下
の
節
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
軽
食
主
体
の
飲
食
店
の
中
の
い
く
つ
か
に

つ
い
て
、俳
諧
に
お
け
る
表
象
を
さ
ら
に
具
体
的
に
追
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　

三　

茶
屋
・
茶
店

　

ま
ず
は
、
テ
レ
ビ
や
映
画
の
時
代
劇
で
お
な
じ
み
の
、
茶
屋
（
茶
店
）
を
見
て

み
よ
う
。
江
戸
時
代
の
茶
屋
と
い
え
ば
、
私
た
ち
は
、『
東
海
道
名
所
記
』（
万
治

年
間
こ
ろ
刊
）
の
巻
一
に
描
か
れ
た
挿
絵
の
よ
う
な
光
景
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
よ

う
（
図
１　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵　

京
―
一
五
九
）。
武
蔵
の
保
土
ヶ
谷
と
相

模
の
戸
塚
と
の
境
に
あ
る
坂
（
焼
餅
坂
）
に
は
、焼
餅
が
名
物
の
茶
屋
が
あ
っ
た
。

一
五
五

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 



楽
阿
弥
た
ち
も
茶
屋
で
そ
の
焼
餅
を
食
べ
て
い
る
。

　

同
じ
時
代
の
俳
諧
で
は
、

　
　
　

茶
屋
の
あ
そ
び
に
心
う
か
れ
め

　
　

あ
だ
め
く
や
温
飩
の
こ
れ
も
す
き
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
時
勢
粧
』
寛
文
十
二
〈
一
六
七
二
〉
年
刊
）

　
　

膳
く
だ
り
扨
も
う
ど
ん
や
こ
ぼ
す
ら
ん

　
　
　

茶
屋
の
あ
る
じ
が
下
に
つ
ぶ
や
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
西
山
宗
因
千
句
』
同
十
三
〈
一
六
七
三
〉
年
刊
）

　
　
　
　
　

東
山
の
か
へ
る
さ
茶
店
を
過
る
と
て

　
　

月
有
茶
屋
三
界
饂
飩
猶
如
か
ば
焼　
　
　

柳
燕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
安
楽
音
』
延
宝
九
〈
一
六
八
一
〉
年
刊
）

と
、
意
外
に
う
ど
ん
を
詠
み
込
ん
だ
句
が
多
く
み
つ
か
る
。『
時
勢
粧
』
の
句
は
、

街
道
の
茶
屋
で
は
な
く
色
茶
屋
で
あ
ろ
う
が
、そ
こ
で
も
う
ど
ん
が
提
供
さ
れ
る
。

　

次
の
資
料
は
、
江
戸
を
出
て
近
郊
を
散
策
し
て
い
る
俳
人
が
、
田
無
村
（
現
西

東
京
市
）
の
あ
た
り
の
「
野
店
」
で
、
う
ど
ん
に
唐
辛
子
を
薬
味
と
し
て
添
え
る

様
を
か
な
り
詳
し
く
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。

田
無
と
い
へ
る
村
有
。
む
さ
し
野
も
い
と
ち
か
く
、
旅
人
の
足
を
と
ゞ

む
る
野
店
所
々
に
見
へ
侍
れ
ば
、
午
よ
り
お
り
立
て
し
ば
ら
く
や
す
ら

ひ
侍
る
に
、
う
ど
ん
や
う
の
も
の
、
こ
の
所
の
名
物
と
て
、
い
と
し
ろ

き
色
の
こ
の
も
し
き
に
、
埒
外
の
付
合
を
知
ら
す
唐
辛
の
く
れ
な
い
な

る
を
も
て
つ
け
た
る
。
彼
ば
せ
を
の
翁
の
色
と
義
を
教
べ
し
。
白
馬
の

遺
訓
も
こ
の
あ
た
り
な
る
べ
し
と
お
か
し
。

　
　

う
ど
ん
や
の
肌
さ
ぶ
げ
な
り
雪
の
色　
　

挙
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
武
蔵
野
紀
行
』
延
享
三
〈
一
七
四
六
〉
年
刊
）

か
な
り
後
ま
で
、
う
ど
ん
の
薬
味
と
し
て
は
胡
椒
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が

唐
辛
子
に
と
っ
て
か
わ
る
ご
く
早
い
時
期
の
資
料
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
野
店
」

も
茶
屋
で
あ
ろ
う
。

　

茶
屋
は
、「
美
江
寺
の
茶
店
に
昼
食
な
ど
調
へ
て
」「
今
庄
を
立
て
敦
賀
の
茶
店

図
１　

東
海
道
名
所
記
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に
休
ら
ひ
」（『
二
度
の
花
』
安
永
二
〈
一
七
七
三
〉
年
刊
）
と
あ
る
よ
う
に
、
旅

人
が
、
夕
方
泊
ま
り
の
宿
に
着
く
ま
で
の
途
中
で
、
う
ど
ん
、
餅
、
団
子
な
ど
を

軽
く
腹
に
入
れ
な
が
ら
、
一
息
を
つ
く
と
こ
ろ
と
し
て
あ
っ
た
。

　
　
　

四　

う
ど
ん
屋

　

う
ど
ん
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
茶
屋
で
も
意
外
に
多
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
も

の
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ど
ん
を
も
っ
ぱ
ら
食
べ
る
と
こ
ろ
が
文
字
通
り

う
ど
ん
屋
で
あ
る
。

　

う
ど
ん
屋
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
歴
史
的
に
説
明
さ
れ
る
。

う
ど
ん
を
食
べ
さ
せ
る
店
。
一
七
世
紀
後
半
か
ら
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
っ

て
、
外
食
の
機
会
が
多
く
な
り
、
そ
の
た
め
の
飲
食
店
や
特
定
の
食
品
の
店

が
で
き
て
き
た
。
そ
の
一
つ
に
う
ど
ん
屋
が
あ
る
。
当
時
は
多
く
は
自
家
製

の
手
打
ち
で
あ
る
。
う
ど
ん
自
体
は
古
代
か
ら
の
食
品
で
あ
る
。
上
方
で
は

「
そ
ば
」
も
兼
営
し
て
い
た
。
上
方
の
人
々
は
江
戸
の
人
々
と
は
違
っ
て
、

そ
ば
よ
り
も
う
ど
ん
を
好
ん
だ
の
で
、「
う
ど
ん
そ
ば
」
と
い
い
、
軽
食
と

し
て
広
ま
り
、
店
数
も
一
九
世
紀
に
は
非
常
に
多
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
古

い
伝
統
を
も
つ
店
は
、
何
軒
か
上
方
に
は
現
在
も
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
屋

台
の
担
い
売
り
も
あ
り
、「
夜
鳴
き
う
ど
ん
」
と
い
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
今

日
で
は
な
い
。［
遠
藤
元
男
］　　
　
　
　
　
（『
日
本
大
百
科
全
書
』）

　

江
戸
時
代
初
期
の
俳
諧
で
う
ど
ん
の
出
て
く
る
光
景
は
、
自
宅
で
の
う
ど
ん
振

舞
で
あ
り
、
そ
れ
は
手
料
理
（
手
う
ち
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　

水
と
塩
と
一
度
に
ど
つ
と
満
け
ら
し

　
　
　

う
け
す
ご
し
ぬ
る
汁
の
あ
ん
ば
い

　
　

饂
飩
に
も
あ
ふ
は
稀
な
る
お
振
舞

　
　
　
　
（『
慶
安
子
丑
俳
諧
集
』
慶
安
元
・
二
〈
一
六
四
八
～
九
〉
年
成
）

　
　
　

さ
が
り
し
魚
の
料
理
あ
や
な
し

　
　

さ
つ
ぱ
り
と
饂
飩
に
せ
ん
や
花
の
客

　
　
　
　
　
　
（『
承
応
二
年
熱
田
万
句
懐
紙
』
承
応
二
〈
一
六
五
三
〉
成
）

　

外
食
店
、
出
前
店
、
も
ち
か
え
り
店
と
し
て
の
う
ど
ん
屋
の
登
場
に
つ
い
て
は
、

奥
村
彪
生
氏
が
、『
日
本
め
ん
食
文
化
の
一
三
○
○
年
』（
注
２
）
の
中
で
、「
大

坂
本
願
寺
寺
内
町
に
う
ど
ん
を
食
べ
さ
せ
る
店
が
あ
っ
た
と
、
仮
説
を
立
て
る
。

そ
の
こ
と
が
大
阪
う
ど
ん
の
基
礎
を
作
り
、
大
阪
城
下
の
う
ど
ん
に
つ
な
が
っ
て

い
く
」
と
し
、「
江
戸
初
期
に
描
か
れ
た
『
大
阪
市
街
図
屏
風
』
に
は
腕
ま
く
り

を
し
た
女
性
が
う
ど
ん
を
打
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
…
秀
吉
が
大
阪
城

を
築
城
す
る
に
当
た
り
、
近
郊
の
農
家
の
男
子
を
狩
り
出
し
、
一
日
コ
メ
一
升
を

日
当
と
し
て
与
え
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
コ
メ
を
換
金
し
、
築
城
の
た
め
の
資
材

置
場
の
砂
場
に
臨
時
に
で
き
た
掘
立
小
屋
の
雑
炊
屋
や
う
ど
ん
屋
で
腹
ご
し
ら
へ

を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
察
す
る
」（
注
３
）
と
、「
大
坂
市
街
図
屏
風
」

（
個
人
蔵
）
の
一
コ
マ
を
紹
介
す
る
。

　

奥
村
氏
の
触
れ
た
「
大
坂
市
街
図
屏
風
」（
注
４
）
を
見
て
み
る
と
、そ
こ
は
「
八

け
ん
や
は
た
ご
丁
」
と
あ
る
。
八
軒
屋
は
淀
川
の
船
着
き
場
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

一
五
七

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 



多
く
の
人
々
が
行
き
来
し
た
場
所
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
を
目
当
て
に
昼
飯
用

の
い
ろ
い
ろ
な
旅
籠
飯
を
出
す
店
の
中
に
、
う
ど
ん
を
出
す
店
も
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
　
　

秋
の
胡
蝶
の
ば
つ
と
飛
立
つ　
　
　
　
　
　

栄
徳

　
　

麺
類
の
膳
に
露
ち
る
山
椒
の
粉　
　
　
　
　
　

常
知

　
　
　

風
や
ゝ
寒
き
旅
籠
屋
の
棚　
　
　
　
　
　
　

幸
和

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
花
月
千
句
』
第
五　

慶
安
二
〈
一
六
四
九
〉
年
刊
）

旅
籠
飯
に
麺
類
は
お
定
ま
り
で
あ
る
。

　
「
大
坂
市
街
図
屏
風
」
と
同
じ
時
期
の
屏
風
絵
で
あ
る
慶
長
末
頃
製
作
の
『
築

城
図
屏
風
』（
図
２　

名
古
屋
市
博
物
館
蔵　

注
５
）、
寛
永
頃
製
作
『
江
戸
名
所

図
屏
風
』（
出
光
美
術
館
蔵　

注
６
）、
慶
長
年
間
の
大
坂
を
描
い
た
『
豊
臣
期
大

坂
図
屏
風
』（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
エ
ッ
ゲ
ン
ベ
ル
ク
城
博
物
館
蔵　

注
７
）
に
も
、

同
じ
よ
う
に
う
ど
ん
を
う
つ
店
が
描
か
れ
て
い
る
。「
大
坂
市
街
図
屏
風
」
に
は

見
え
な
い
が
、「
軒
先
の
さ
さ
ら
は
こ
の
頃
の
う
ど
ん
屋
の
目
印
」（『
築
城
図
屏
風
』

名
古
屋
市
博
物
館H

P

解
説
）
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
う
ど
ん
屋
（
蕎
麦

屋
）
に
は
そ
れ
を
示
す
目
印
が
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
築
城
図
屏
風
』
で
は
、
店
の
中
に
い
く
つ
も
の
椀
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
店
内

に
は
う
ど
ん
を
大
急
ぎ
で
掻
き
込
む
客
の
男
が
見
え
る
。
う
ど
ん
を
う
つ
店
の
左

に
は
餅
屋
、
さ
ら
に
左
に
は
一
膳
飯
屋
ら
し
き
店
も
見
え
る
。
力
を
必
要
と
す
る

人
足
た
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
昼
飯
が
か
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
豊
臣
期
大
坂
図
屏
風
』
の
船
場
・
上
町
の
光
景
と
し
て
描
か
れ
た
飲
食
店
の

図
２　

築
城
図
屏
風
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一
つ
を
、
高
橋
隆
博
編
『
新
発
見　

豊
臣
期
大
坂
図
屏
風
』
で
は
、
う
ど
ん
屋
と

見
る
。「
軒
先
に
吊
さ
れ
て
い
る
白
い
簾
状
の
も
の
は
、う
ど
ん
屋
の
看
板
」（『
同

45
頁
）
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
店
内
は
、
他
の
屏
風

に
描
か
れ
る
う
ど
ん
屋
と
か
な
り
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
。
他
の
屏
風
に
描
か
れ

た
う
ど
ん
屋
で
は
、
う
ど
ん
を
う
つ
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
豊
臣
期

大
坂
図
屏
風
』
の
店
内
で
は
、
女
が
大
き
な
擂
り
粉
木
で
何
か
を
擂
っ
て
い
る
。

店
の
二
方
向
に
は
上
げ
見
世
が
あ
り
、
赤
い
鉢
に
も
ら
れ
た
白
い
丸
い
も
の
と
、

何
か
の
液
体
の
入
っ
た
徳
利
、
空
の
皿
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
細
長
い
大

根
と
、
薬
研
風
の
細
長
い
舟
型
の
物
の
中
に
赤
い
ホ
オ
ズ
キ
の
よ
う
な
物
が
積
ま

れ
て
い
る
（
注
８
）。
上
げ
見
世
に
は
裸
の
こ
ど
も
が
一
人
、
赤
い
器
を
手
に
も

ち
素
手
で
白
い
も
の
を
食
べ
て
お
り
、
傍
ら
に
は
空
に
な
っ
た
も
う
一
つ
の
器
と

丸
い
も
の
が
三
つ
転
が
っ
て
い
る
。
子
供
の
食
べ
て
い
る
の
は
蕎
麦
掻
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
う
ど
ん
・
蕎
麦
を
提
供
す
る
店
を
言
葉
の
上
で
「
う
ど
ん
屋
」
と

称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
そ
の
よ
う

に
呼
ば
れ
た
の
は
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
文
献
の
上
で
確
認
で
き

る
早
い
も
の
と
し
て
は
次
の
俳
諧
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　

烏
帽
や
に
又
饂
飩
屋
の
軒
な
ら
べ

　
　
　

武
者
絵
の
屏
風
た
つ
る
綺
麗
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
俳
諧
集
三
千
句
』
十
七
世
紀
中
後
期
）

　

こ
の
句
は
、
十
七
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
頃
、
尾
張
熱
田
の
俳
諧
数
奇
者
た
ち

の
巻
い
た
俳
諧
連
句
の
中
か
ら
抜
き
出
し
た
付
合
で
あ
る
。
名
古
屋
城
下
の
大
路

の
様
子
で
あ
ろ
う
か
。
頃
は
五
月
五
日
の
節
句
。
様
々
な
店
が
軒
を
連
ね
た
通
り

一
面
に
ふ
き
ち
り
や
幟
が
飾
ら
れ
、
裕
福
な
烏
帽
子
や
の
店
内
で
は
き
ら
び
や
か

な
武
者
絵
の
屏
風
が
立
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、

そ
の
格
式
高
い
烏
帽
子
屋
に
饂
飩
屋
が
隣
り
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

う
ど
ん
屋
に
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
が
、「
饂
飩
屋
」
の
初
出
例

と
し
て
か
か
げ
る
「
身
躰
棒
に
ふ
つ
て
、
う
ど
ん
屋
を
す
る
大
臣
も
有
」（『
好
色

盛
衰
記
』
巻
四
の
三　

貞
享
五
〈
一
六
八
八
〉
年
刊
）、
あ
る
い
は
、

出
女
な
り
と
て
一
が
い
に
い
や
し
む
る
事
な
か
れ
。
情
の
道
も
わ
き
ま
へ
義

理
に
命
を
す
て
た
る
た
め
し
、
ち
か
き
あ
た
り
に
高
野
の
な
が
れ
を
く
み
し

真
言
寺
の
小
性
、
夢
之
助
と
云
ふ
十
八
、九
成
る
若
衆
、
此
の
宿
の
紙
や
の

お
ま
ん
と
い
ふ
出
女
と
ふ
か
く
ち
ぎ
り
、
末
々
は
夫
婦
と
成
り
て
、
た
と
へ

住
持
の
命
に
そ
む
き
、
身
代
は
ぼ
う
に
ふ
る
と
も
、
う
ど
ん
や
成
り
と
も
し

て
、
此
海
道
に
片
屋
か
り
…
…
。

　
　
　
　
　
　
（『
野
白
内
証
鑑
』
巻
五　

宝
永
七
〈
一
七
一
○
〉
年
序
）

の
よ
う
な
、
日
陰
者
が
、
町
の
裏
屋
・
背
戸
屋
で
営
む
店
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
横
町
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
蕎
麦
屋
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ

た
ろ
う
。

　
　
　

後
陣
は
い
ま
だ
横
町
の
露　
　
　
　

青

　
　

上
々
新
蕎
麦
面
も
ふ
ら
ず
切
て
出　
　

章

一
五
九

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 



　
　
　

大
根
の
情
た
ち
か
く
れ
け
り　
　
　

青

　
　
　
（『
桃
青
三
百
韻
付
両
吟
二
百
韻
』
延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）

う
ど
ん
屋
に
は
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
ひ
と
か
ど
の
飲
食
店
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

も
た
し
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

元
禄
こ
ろ
と
も
な
る
と
、
う
ど
ん
屋
と
い
う
呼
称
は
、
俳
諧
作
品
中
に
も
普
通

に
拾
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
　

盗
人
の
諷
ふ
て
帰
る
古
手
市　
　
　
　
　

雪

　
　
　

打ブ
ツ

か
ま
ね
く
か
饂
飩
屋
の
幣シ
デ　

　
　
　

峯

　
　

吉
原
は
わ
ざ
と
も
ほ
ど
く
茶
筅
髪　
　
　

雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
桃
の
実
』
元
禄
六
〈
一
六
九
三
〉
年
刊
）

　
　

舞
堂
の
笛
も
遠
音
の
う
ら
ら
か
に　
　
　

眉
心

　
　
　

う
ど
ん
屋
の
名
に
蕎
麦
も
添
ひ
物　
　

武
春

　
　

内
を
出
る
時
は
月
見
に
か
こ
つ
け
て　
　

一
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
渭
江
話
』
元
文
二
〈
一
七
三
七
〉
年
刊
）

　

さ
て
、
こ
の
う
ど
ん
屋
。
さ
き
ほ
ど
の
慶
長
末
頃
『
築
城
図
屏
風
』（
名
古
屋

市
博
物
館
蔵
）
で
は
、
店
の
中
で
う
ど
ん
を
か
き
こ
む
男
が
描
か
れ
て
い
た
が
、

こ
の
よ
う
な
外
食
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
出
前
、
あ
る

い
は
持
ち
帰
り
、
と
い
っ
た
中
食
的
な
提
供
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
俳
諧
の
中
に
も
、

　
　
　

わ
た
く
し
な
ら
で
か
へ
す
ぬ
り
桶

　
　

あ
つ
ら
へ
し
饂
飩
も
客
も
の
び
過
ぬ
（『
毎
延
俳
諧
集
』　

十
七
世
紀
中
）

　
　
　

ど
こ
の
使
か
起
す
う
た
ゝ
ね　
　
　
　

和
石

　
　

饂
飩
に
は
雨
蕎
麦
ぎ
り
は
時
雨
頃　
　
　

柳
觜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
浦
の
盆
』
享
保
十
九
〈
一
七
三
四
〉
年
成
）

　
　
　

積
か
さ
ね
た
る
杉
は
ら
の
胴　
　
　
　

丸

　
　

餞
別
の
う
ど
ん
一
桶
と
り
よ
せ
て　
　
　

考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
（『
袖
み
や
け
』
宝
暦
四
〈
一
七
五
四
〉
年
刊
）

と
、
桶
で
注
文
を
と
る
出
前
の
う
ど
ん
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
『
豊
臣
期
大
坂
図
屏
風
』
で
も
、う
ど
ん
桶
を
頭
に
載
せ
た
女
（
店
の
女
か
）
が
、

今
ま
さ
に
出
前
に
行
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。『
守
貞
謾
稿
』
巻
五
に
模
写
さ

れ
た
「
京
師
四
條
川
原
図　

延
宝
ノ
古
画
也
」
に
描
か
れ
る
「
け
ん
ど
ん
や
」
の

図
（
図
３　

国
会
図
書
館
蔵
写
本
）
で
は
、「
け
ん
ど
ん　

う
ど
ん
」
の
看
板
の

あ
る
店
内
に
、桶
を
抱
え
た
女
が
見
え
る
。
四
条
河
原
の
け
ん
ど
ん
屋
と
い
え
ば
、

三
条
辺
に
宿
を
と
り
に
け
り
。
本
よ
り
喜
作
、一
文
不
通
の
男
な
り
け
れ
ば
、

物
ご
と
文
盲
に
み
え
に
け
り
。
宿
の
亭
主
申
け
る
は
、「
い
か
に
喜
作
殿
。

今
日
は
祇
園
清
水
へ
御
参
り
あ
れ
。
さ
り
な
が
ら
方
々
見
物
し
た
ま
は
ゞ
、

定
而
昼
食
ま
い
り
た
く
有
べ
し
。
其
時
は
四
条
川
原
に
け
ん
ど
ん
や
が
有
ほ
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ど
に
、
其
看
盤
を
み
て
、
す
ぐ
に
う
ら
へ
と
を
り
、
昼
食
を
ま
い
れ
」
と
お

し
へ
け
る
。「
如
何
に
も
心
得
申
候
」
と
て
、
や
が
て
出
に
け
り
。

（『
宇
喜
蔵
主
古
今
咄
揃
』
巻
三
の
一　

延
宝
六
〈
一
六
七
八
〉
年
刊
）

を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
店
内
で
食
べ
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
桶
を
抱
え
た
女
は
、
客
に
注
文
の
う
ど
ん
を
桶
で
運
ぶ
店
の
女
と
も
解
釈

で
き
る
が
、店
の
客
に
一
人
前
の
う
ど
ん
を
大
き
な
桶
で
運
ぶ
必
要
は
あ
る
ま
い
。

お
そ
ら
く
は
、注
文
の
う
ど
ん
を
桶
に
入
れ
出
前
に
行
く
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

軽
い
昼
飯
を
素
早
く
食
べ
る
た
め
の
飲
食
店
に
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
店
の

の
他
に
も
触
れ
て
お
く
べ
き
呼
称
の
店
は
ま
だ
数
多
い
。
う
ど
ん
屋
に
触
れ
た
か

ら
に
は
蕎
麦
屋
も
触
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
前
節
で
顔
を
出
し
た
け
ん

ど
ん
屋
、
あ
る
い
は
第
二
節
に
名
の
あ
が
っ
た
煮
売
屋
、
一
膳
飯
屋
、
あ
る
い
は
、

　
　
　

休
む
て
ん
屋
が
道
の
か
た
は
ら

　
　

重
箱
の
内
外
は
水
を
清
め
に
て

（『
寛
永
十
四
年
熱
田
万
句
』
甲
・
六
四　

寛
永
十
四
〈
一
六
三
七
〉
年
成
）

　
　

も
ち
月
や
出
見
せ
を
照
す
て
ん
屋
物　
　

堺　

盛
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
貝
殻
集
』
寛
文
七
〈
一
六
六
七
〉
年
刊
）

に
い
う
店
屋
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で

図
３　

守
貞
謾
稿

一
六
一

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 



き
ず
、
結
果
的
に
、
う
ど
ん
を
提
供
す
る
茶
屋
と
う
ど
ん
屋
に
つ
い
て
の
考
察
に

と
ど
ま
っ
た
。「
う
ど
ん
屋
考
」
と
題
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
俳
諧
資
料
の
用
例

を
列
挙
し
た
だ
け
の
不
十
分
な
考
察
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
多
い
が
、

従
来
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
の
多
い
江
戸
時
代
前
期
の
大
衆
的
な
飲
食

店
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
で
も
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
望
外

の
幸
い
で
あ
る
。

　

注
（
1
）
江
戸
時
代
後
期
の
紀
行
文
を
読
む
と
、
し
ば
し
ば
「
茶
屋
（
茶
店
）」
に

宿
泊
す
る
記
事
も
見
え
る
。

　

竹
嶋
町
の
茶
店
に
宿
る
に

　
　
　
　
　
　
　

（
『
二
度
の
花
』
安
永
二
〈
一
七
七
二
〉
年
刊
）

大
和
の
名
所
旧
跡
は
壮
年
の
頃
遊
歴
し
、
こ
た
び
は
平
群
の
里
に
杖
を

向
け
、
大
念
仏
に
も
ふ
で
、
門
前
の
茶
屋
に
止
宿
す

　
　
　
　
　
（『
伊
勢
路
の
枝
折
』
天
保
二
〈
一
八
三
一
〉
年
写
）

（
2
）
農
山
漁
村
文
化
協
会
・
二
○
○
九
。

（
3
）
同
書
二
八
○
～
二
八
二
頁
。

（
4
）
狩
野
博
幸
編
『
近
世
風
俗
画
3
』
淡
交
社
・
一
九
九
一
。

（
5
）
狩
野
博
幸
編
『
近
世
風
俗
画
3
』
淡
交
社
・
一
九
九
一
。

（
6
）
小
木
新
造
・
竹
内
誠
共
編
『
江
戸
名
所
図
屏
風
の
世
界
』
岩
波
書
店
・

一
九
九
二
。

（
7
）
高
橋
隆
博
編
『
新
発
見　

豊
臣
期
大
坂
図
屏
風
』
清
文
堂
出
版
・
二
○
一

○
。

（
8
）
こ
れ
は
唐
辛
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
引
用
文
献
は
以
下
の
資
料
に
よ
っ
た
。

『
俳
諧
類
船
集
』
…
『
近
世
文
芸
叢
刊　

別
巻
一
・
二
』
一
九
七
三
・
一
九
七
五
、

『
俳
諧
小
傘
』
…
日
野
英
子
『
俳
諧
小
傘
研
究
並
び
に
索
引
』
一
九
八
一
、『
寛
永

十
四
年
熱
田
万
句
（
甲
）』
…
熱
田
神
宮
庁
・
一
九
九
○
、『
承
応
二
年
熱
田
万
句

懐
紙
』
…
『
寛
永
二
十
年
以
後
熱
田
万
句
（
資
料
）』
熱
田
神
宮
庁
・
一
九
九
五
、『
俳

諧
集
三
千
句
』
…
『
熱
田
古
誹
諧
集　

上
』
熱
田
神
宮
庁
・
二
○
一
○
、『
慶
安

子
丑
俳
諧
集
』『
毎
延
俳
諧
集
』
…
『
熱
田
古
誹
諧
集　

下
』
熱
田
神
宮
庁
・
二

○
一
一
、『
阿
波
千
句
』『
半
入
独
吟
集
』『
重
政
千
句
』
…
東
京
大
学
総
合
図
書

館
蔵
、『
俳
諧
昼
網
』
…
『
西
鶴
研
究
』
五
・
一
九
五
二
、『
梅
日
記
』『
八
題
集
』『
武

蔵
野
紀
行
』『
袖
み
や
け
』
…
『
関
東
俳
諧
叢
書
』
関
東
俳
諧
叢
書
刊
行
会
、『
時

勢
粧
』『
西
山
宗
因
千
句
』『
渭
江
話
』
…
日
本
文
学W

EB

図
書
館
（
和
歌
＆
俳

諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、『
二
度
の
花
』『
浦
の
盆
』『
鳥
の
か
た
み
』
…
『
福
井
県
古

俳
書
大
観
続
編
』
福
井
県
俳
句
史
研
究
会
・
一
九
九
四
、『
花
月
千
句
』
…
愛
知

県
立
大
学
貴
重
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
古
俳
書
）、『
安
楽
音
』…
田
中
道
雄「
俳
書『
安

楽
音
』（
翻
刻
）」『
有
明
工
業
高
専
紀
要
』
二
・
一
九
六
七
、『
野
白
内
証
鑑
』
…
ジ
ャ

パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
、『
桃
青
三
百
韻
付
両
吟
二
百
韻
』『
桃
の
実
』『
宇
喜
蔵
主
古
今

咄
揃
』
…
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、『
貝
殻
集
』
…
今
栄
蔵
「
貝

殻
集
（
翻
刻
）」『
近
世
文
芸
資
料
と
考
証
』
五
・
一
九
六
六
。

　

付
記

本
稿
は
、
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
（「
江
戸
時
代
の
古
典
籍
に
描
か
れ
た

和
食
文
化
の
研
究
」
二
○
二
○
～
二
一
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
写

真
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
名
古
屋
市
博
物
館
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
あ
げ
る
。

一
六
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（
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
一
日
受
理
）

（
も
り　

し
ろ
う　

文
学
部
和
食
文
化
学
科
教
授
）

一
六
三

う
ど
ん
屋
考
　
― 

江
戸
時
代
の
俳
諧
を
通
し
て
見
た
飲
食
の
場
と
形
態 

― 




