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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

(
1
)奈
良

•

平
安
時
代
に
中
国
か
ら

伝
わ

っ
た
唐
菓
子
の

―
つ
。

後
、
七
夕
の
行
事

食
と
し
て

宮
中
は
じ
め
広
く

一
般
に
用
い

ら
れ
た
。

の
説
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い

。

l

虎
屋
の
創
業
伝
承

一
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承

虎
屋
の
創
業
に
関
し
て
は
、
そ
の

長
い
歴
史
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
生
ま
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る

。

な
か
で
も
有
力
な
も
の
と
し
て
は
、

①
奈
良
時
代
創
業
説
、
②
帰
化
人
説
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

奈
良
時
代
創
業
説

虎
屋
に
は
創
業
を
奈
良
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ

て
求
め
る
伝
承
が
残
っ
て
い
る

。

大
正
三
年

（
一
九

―
四
）
、
京
都
府
の
調
査
に
応
じ
て
提
出
し
た
文
書
に
よ
る
と
、
虎
屋
は
奈
良
時
代
に
は
平
城

す
い
も
ん

京
の
東
大
寺
域
内
に
あ
る
水
門
の
里

黒
川
郷
に
住
み
、
姓
も
黒
川
氏
を
称
し
た
と
い
う

。

そ
の
後
い

つ
の
時
代
か
は
不
明
な
が
ら

「
禁
裏
二御
供
」
し
て
京
の
郊
外
山
科
郷
に
移
り
、
製
粉

•

う
ど
ん

・

さ

く

ぺ
、

(1
)

索
餅
な
ど
と
と
も
に

菓
子
の
御
用
を
勤
め
た
と
さ
れ
る

。

そ
し
て
、
元
亀
•
天
正
の
戦
国
の
乱
世
が

治
ま
っ
た
後
、
御
所
の
近
く

一
条
室
町
に
移
っ
て
菓
子
の
御
用
を
勤
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

。
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第 1 部 前近代の虎屋

3
)
五
代
光
冨

「願
文
」
ほ
か

2
)
元
広
島
藩
医
黒
川
道
祐
著

う
ど
ん
や
索
餅
は
確
か
に
、
江

戸
時
代
に
入
っ

て
か
ら
も
虎
屋
が
茉
子
と
と
も
に
御
所
へ
お
納
め
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
続
い
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い

。

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
山
科
と
虎

屋
は
非
常
に
深
い

関
係
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
由
緒

書
に
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
な
真
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、

な
に
し
ろ
八
世
紀
の
奈
良
時
代
と
も
な
る
と
確
証
も
な
く

、

あ
く
ま
で
も
伝
説
の
域
を
出
な
い

。

帰
化
人
説

よ
う
し
ゅ
う
ふ
し

(2
)

貞
享
元
年
(

-
六
八
四
）
に
刊
行
さ
れ
た

『薙
州
府
志
』
と
い
う
京
都
の
地
理
や
名
所
、
産
物
な
ど
を
記
し
た
書
物

に
は
、

「
一
条
虎
屋
餞
頭
ノ
祖
三
官
モ
亦
中
華
投
化
人
」
で
あ
る
と
み
え
る

。

虎
屋
の
祖
は
中
国
か
ら
の
帰
化
人
だ
と

い
う
の
で
あ
る

。

こ
の
記
述
の
前
段
に
は
、
室
町
時
代
中
国
人
林
浄
因
に
よ

っ

て
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
塩
瀬
餞
頭
の
説

明
が
あ
る
の
で
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
餞
頭
伝
説
を
意
識
し
て
、
こ
と
さ
ら
中
華

（
中
国
）
を
強
調
し
た

み
ん

の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

な
お
、
先
祖
が
明
(
-
三
六
八
ー

一
六
四
四
）
か
ら
移
り
住
ん
だ
と
い
う

言
い
伝
え
も
あ
る

。

ま
た
、
慶
長
の
役
(

-
五
九
七
i

九
八
）
の
際
、
加
藤
清
正
と
と
も
に
朝
鮮
か
ら
移
り
住
ん
だ
と
い
う
記
録
も
あ
る

が
、
そ
の
文

書
に
は

、

慶
長
以
前
の
天
正
年
間
(

-
五
七
三
i

九
二
）
か
ら
御
所
の
御
用
を
勤
め
た
と
あ
り
、
時
代
的

に
矛
盾
が
あ
っ

て
朝
鮮
帰
化
説
は
信
じ
が
た
い

。

事
実
、
後
陽
成
天
皇
の
在
位
中
(

-
五
八
六
ー

一
六
―
-
）
か
ら
、

虎
屋
は
御
所
御
用
を
勤
め
て
お
り
、
そ
れ
も
在
位
中
の
天
正
年
間
(
-
五
八

六
i

九
二
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る

。

ま
た

虎
屋
の
記
録
で
は
経
営
の
画
期
と
し
て
な
に
か
に
つ
け
て

天
正
年
間
を
意
識
し
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
時
代
が
大
き
な

意
味
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る

。

い
ず
れ
に
し
て
も
店
主
黒
川
家
の
先
祖
が
外
国
か
ら

渡

来
し
た
と
い
う

説
は
、
菓
子
の
な
か
で
も
主
な
存
在
で
あ
っ
た
餞
頭
や
羊
羹
な
ど
が
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い

う
、
歴
史
的
な
事
実
を
踏
ま
え
て
い
わ
れ
た
こ
と
で
、

実
際
の
家
系
の
始
ま
り
や
創

業
の
経
緯
と
は
異
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る

。
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

『正法山誌J

二
、
市
一
豪
虎
屋

慶
長
五
年
(

-
六
O
O

)
関
ヶ
原
の
戦
が
起
こ
り
、
徳
川
家
康
の
東
軍
九
万
と
石
田

三
成
ら
の
西
軍
八
万
が
美
濃
固

関
ヶ
原
（
現
岐
阜
県
）
で
戦
っ
て
い
る

。

合
戦
は
九
月
十
五
日
朝
か
ら
午
後
に
か
け
て
行
わ
れ
、
東
軍
の
勝
利
に
終
わ

し
ょ
う
ぼ
う
さ
ん
し

っ
た

。

臨
済
宗
妙
心
寺
派
大
本
山
の
妙
心
寺
の
歴
史
を
記
し
た

『正
法
山
誌
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戦
い
に
敗
れ
た
尾
張

い
し
こ
び
ぜ
ん
の
か
み
み
つ
よ
し

犬
山
城
主

（
現
愛
知
県
犬
山
市
）
の
石
河
備
前
守
光
吉
は
、
い
っ
た
ん
越
前
方
面
へ
逃
れ
、
そ
の
後
朽
木
谷
（
滋
賀
県
）

し
ご
う
と
ら
や
の

た
＜

を
抜
け
て
十
月
十
六
日
に
京
都
へ
入
り
、
「
市

豪
虎
屋
之
宅
」
に
三
日
ほ
ど
か
く
ま
わ
れ
た
後
、
龍
安

寺
を
経
て
二
十

た
っ
ち
ゅ
う

日
に
妙
心
寺
に
入
っ
た
と
あ
る

。

妙
心
寺
に
は
石
河

一
族
が
建
て
た
塔
頭
が
多
く
、
光
吉
が
頼
っ
た
養
徳
院
も
石
河
氏

に
よ

っ

て
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
る

。

こ
こ
で
は

「市
豪
」
と
い
う

言
葉
に
注
目
し
た
い

。

市
に
は
町
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
が
、
ほ
か
に
売
り
買
い
や

お
さ

市
場
の
意
味
も
含
ま
れ
る

。
豪
は
強
い
、
す
ぐ
れ
る
、
長
等
の
意
味
が
あ
り
、
財
産
や
権
勢
を
誇
る
家
を
指
す
「

富
豪
」

な
ど
と
い
う
言
葉
も
あ
る

。

『
正
法山
誌
』
が
記
し
た
市
豪
と
は
、
市
中
（
民
間
）
の
立
啄
家
、
す
な
わ
ち
町
人
・
商
人

の
な
か
で
も
著
し
く
大
き
な
、
豊
か
な
家
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う

。

当
時
、
虎
屋
は
京
都
の
人
々
に
「
市
豪
」
と
認
識

『石
田
軍
記
』
に
は
、
「
日
頃
目
を
懸
け
し
町
人
に
、
虎
屋
と
い
ひ

し
者
の
所
へ
、
十
月
十
六
日
の
夜
半
の
頃
に
落

着
き
し
を
、
虎
屋
甲
斐
々
々
し
く
饗
応
し
、
暫
く
疲
労
を
休
め
け
る
が
、

こ
こ
に
も
忍
び
難
く
し
て
、
虎
屋
に
は
黄
金
を
与
へ
」
龍
安

寺
へ
退
去
し
た
と
あ
り
、
よ
り
詳
し
く

当
時
の
様
子
が
描

合
戦
後
、
京
都
で
は
勝
者
で
あ
る
徳
川
勢
に
よ
る
厳
し
い
探
索
が
続
い
て
い
た

。

こ
う
し
た
な
か
敗
軍
の
将
を
か
く

ま
う
こ
と
は
相
当
に
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、

一
歩
間
違
え
ば
家
の
滅
亡
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る

。

そ
れ

で
も
あ
え
て
備
前
守
を
か
く
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
る
と
、
両
者
の
間
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
い
交
誼
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

。

ち
な
み
に
備
前
守
は
後
に
許
さ
れ
て
宗
林
と
名
を
改
め
、
京
都
に
住
み
当
時
の
著
名
な
商
人
の

一

か
れ
て
い
る

。

ま
た
、

『正
法
山
誌
』

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。

の
記
述
の
も
と
と
な
っ
た
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第 1 部 前近代の虎屋

(
4
)
箪
笥
の
取
っ
手
の

「
銀
」
で
「
虎」

の
字
を
囲
ん
だ
紋

。

虎
届
で
は
延

宝
二

年
(

-
六
七
四
）
作
成
の
井
籠
外
箱
に
使

用
さ
れ
て
い
る
の
が
最
も
古
い
事
例
。

銀

は
巣
子
箪
笥
な
ど
の
象
徴
と
思
わ
れ
る
。）鑽

`
J
 

鵞
紐c

 

塙団右衛門直之・虎屋関係図

黒川忠五郎詮成｛弘源院春峰妙謙禅尼
（虎屋新助 ・円允）

円

出雲櫻井家

伊賀上嶋家

遠江加茂家

仲

虎
屋
と
ゆ
か
り
が
深
い
伊
賀
の
上
嶋
家
は
、
奈
良

一
乗
院
門
跡
に
仕
え
た
I
B家
で

、

江
戸
時
代
の
初
め

、

戦
国
武
将

ぱ
ん
だ

ん

え
も
ん
な
お
ゆ
き

え
ん
い
ん
え
ん
ち
ゅ
う

塙
団
右
衛
門
直
之
の
次
男
が
養
子
と
な
っ
て
い
る

。

そ
の
塙
直
之
の
妻

は
、
黒
川
円
允
（
虎
屋
中
興
初
代
黒
川
円
仲
の

父
）
の
娘

、

つ
ま
り
円
仲
の
姉
に
あ
た
る
と
い
う
の
で
あ
る

。

残
念
な
が
ら
こ
の
女
性
の
俗
名
は
知

ら

れ
て
お
ら

ず
、

「弘
源
院
春
峰
妙
謙
禅
尼
」
と
い
う
戒
名
が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
上
嶋
家
の
親
類
筋
で
あ
る
大
和
郡
山
市
の
中
津
家
の
系
図
に
は
、

塙
直
之
の
室
は
桜
井
右
近
太
夫
義
胤
女
と

あ
り
、
続
い
て

「実
虎
屋
新
助
女
」
と
記
さ
れ
て
い
る

。

つ
ま
り
塙
直
之
の
妻
の
実
父

は
虎
屋
新
助
だ
と
い
う
の
で
あ

の
り
し
げ

る
。

虎
屋
新
助
の
姓
は
黒
川
、
名
は
忠
五
郎
詮
成
と
い
い
道
号
を
円
允
と
い
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
嶋
家
で
は
お
彼

岸
と
お
盆
に
は
自
家
製
の
酒
餞
頭
を
仏
前
に
供
え
て

い
る
が
、

こ
の
餞
頭
は

一
乗
院

か
ら
上
嶋
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
虎
屋
餞
頭
と
呼
ば
れ
て
い
る

。

江
戸
時
代
、
虎
屋
か
ら

一
乗
院
へ
の
菓
子
の
御
用
記

録
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
餞
頭
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
。

ま
た
、
同

家
に
は
、
虎
屋
の
紋
で

あ
る
「
銀
虎
」
紋
を
描
い
た
食
籠
も
今
に
伝
わ
っ
て
い
る

。

塙
直
之
と
虎
屋
新
助
の
娘

「弘
源
院
春
峰
妙
謙
禅
尼
」
の
間
に
は
三
子
が
あ
り
、
長
男
は
櫻
井
氏

（出
雲
）
、
次
男

が
上
嶋
氏
（
伊
賀
）、

三
男
が
加
茂
氏

（遠
江
）
を
継
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ

の
土
地
の
旧
家
と
し
て
現
在
に
い
た
り
、

相
互
に
交
流
を
続
け
て
い
る

。

ち
な
み
に
三
家
の
祖
と
な
っ
た
塙
直
之
は
、
も
と
加
藤
嘉
明
の
家
臣
で
、
関
ヶ
原
の
戦
で
主
君
と

意
見
が
衝
突
し
て

浪
人
、
後
に
は
小
早
川
秀
秋
や
福
島
正
則
に
仕
え
、
豊
臣
氏
の
滅
ん
だ
大
坂
夏
の
陣
で
は
大
坂
方
に
属
し
、
元
和
元
年

は
ん
と
う

い
ん
う
ん

ご
き
よ
う

（
一
六
一
五
）
四
月
二
十
九
日
に
討
ち
死
に
し
て
い
る

。

ま

た
一
時
、
京
都
妙
心
寺
蝠
桃
院
の
雲
居
希
脚
に
つ
い
て
僧

ぎ
ょ
く
ち
ん
あ
ん
て
つ
ぎ
ゅ
う

侶
と
な
り
玉
椿
庵
鐵
牛
を
名
乗
っ
て
い
た
。

だ
い
お
う

妙
心
寺
の
塔
頭
大
雄
院
（
石
河
備
前
守
の
兄
が
開
基
）
に
は
円
仲
の
親
の
墓
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
り
、
妙
心

塙
団
右
衛
門
直
之
を
め
ぐ
っ
て

人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

8
 



第 1 章 創業伝承 と歴代店主の事跡

(5
)
農
村
居
住
の
武
士
の
こ

と
。

多
く

は

半
農
半
士
で
あ

っ
た
。

山
科
郷
士
は
長
年

の
皇
室
に
対
す
る
功
績
に
よ
り
、
明

治
十

四
年
(

-
八
八

一
）
に
は
士
族
に
編
入
さ

れ
て
い
る
。

寺
を
中
心
に
し
て

石
河
氏

・

塙
氏

•

黒
川
氏
な
ど
が
つ
な
が
り
を
持

っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

同
寺
を
中
心
と
し
た

社
会
的
・
人
的
関
係
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る

。

こ
の
伝
承
に
韮
づ
い
て
円
仲
と
そ
の
親
に
つ
い
て
類
推
を
加
え
て
み
た
い

。

円
仲
と
塙
直
之
は
義
理
の
兄
弟
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
年
齢
的
に
も
近
か

っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

。

塙
直
之
は
永
禄
十
年
(

-
五
六
七
）
の
生
ま
れ
、
元
和

元
年
に
討
ち
死
に
し
て
い
る

。

石
河
備
前
守
を
か
く
ま

っ

た
関
ヶ
原
の
戦
当
時
直
之
は
一
―-+
―二
歳
で
あ
り
、
円
仲
も
そ

れ
ほ
ど
離
れ
た
年
齢
で
は
な
か
っ

た
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
父
虎

屋
新
助
は
四
十
歳
代
か
ら
五
十

歳
代
の

壮
年
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る

。

父
新
助
は

一
五
0
0

年
代
中
頃
の
生
ま
れ
だ

っ
た
こ
と
に
な
る

。

こ
れ
ま
で
不
明
で
あ

っ

た
虎
屋
初
代
円
仲
と
そ
の
父
の
人
物
像
が
歴
史
の
空
白
の
な
か
か
ら
、
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
な
り
つ

三
、
山
科
と
虎
屋

か
し

ら
ご
う
し

山
科
頭
郷
士
柳
田
家

円
仲
の
跡
を
継
い
だ
の
は
、
二
代
黒
川
吉
右
衛
門
で
あ
る

。

こ
の
人
物
は
、
通
称
で
あ
る
吉
右
衛
門
と
い
う
名
が
知

ら
れ
る
の
み
で
、
虎

屋
歴
代
が
使
っ
て
い
る

「光
」
を
使
っ
た
実
名
は
伝
わ
っ
て
い
な
い

。

吉
右
衛
門
の
妻
の
名
も

「称
名
院
冬
誉
妙
専
大
姉
」
と
い
う
法
名
が
伝
わ
っ

て
い
る
だ
け
だ
が
、

実
父
の
名
は
柳
田
吉
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
て
い
る

。

妙
専
大
姉
の
生
家
柳
田
家
は
、
京
都
東
郊
の
山
科
の
郷
士
で
あ
る
。

山
科
は
古
く
か
ら
皇
室
と
関
係
の
深
い
土
地
で
、

山
科
七
郷
は
ほ
と
ん
ど
が

禁
裏
御
料
で
あ
っ
た

。

山
科
に
住
む
百
五
十
余
名
の
郷

士
は
、
山
科
郷
士
と
呼
ば
れ
、
事
あ

る
ご
と
に
御
所
に
勤
仕
し
て
い
た

。

特
に
幕
末
の
混
乱
期
に
は
、
御
所
の
諸
門
の

警
備
に
あ
た
り
、
そ
の
後
も

鳥
羽
伏

見
の
戦
な
ど
各
地
に
転
戦
し
て
い
る

。

柳
田
家
は
、
山
科
郷
士
の
な
か
で
も

「
頭郷
士
」
と
呼
ば
れ
る
主
だ
っ

た
家
柄
で
あ
っ
た
。

虎
屋
二
代
吉
右
衛
門
は
、

つ
あ
る

。
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京都山科の華山寺にある 2代吉右街門 ・ 4代光清 ・ 13代光
正の墓

前近代の虎屋

6
)
他
に
四
代
光
清
、
十
二
代
光
正
の
墓

所
と
な
っ
て
い
る

。

そ
の
柳
田
家
か
ら
妻
を
迎
え
た
だ
け
で
な
く
、
妻
と
と
も
に
山
科
の
華
山
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
を

墓
所
と
し
て
い

こ
ん
か
い
こ
う
み
ょ
う
じ

る
。

他
の
歴
代
当
主
の
墓
は
ほ
と
ん
ど
が
、
黒
谷
の
金
戒
光
明
寺

（
浄
土宗
本
山
）
に
あ
り
、

そ
れ
と
際
だ
っ
た
違
い

を
み
せ
て
い
る

。

即
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が

、

吉
右
衛
門
自
身
か
父
円
仲
あ
る
い
は
黒
川
家
自
体
が
、
柳
田
家
あ
る

い
は
山
科
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

み
つ
し
げ

吉
右
衛
門
の
跡
を
継
い
だ

三
代
黒
川
光
成
は
、
父
の
死
の
半
年
前
明
暦
三
年
(

-
六
五
七
）
六
月
十
五
日
に
近
江
少

橡
に
任
ぜ
ら
れ

、

こ
れ
が
「
虎
屋
近
江
」
と
通
称
さ
れ
る
い
わ
れ
と
な
っ
て
い
る
。

十
五
年
間
店
主
を
務
め
、
寛
文
＋

一
年
(

-
六
七

一
）
四
月
五
8

に
死
去
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
跡
を
継
ぐ
べ
き
吉
三
郎
（
後
の
五
代
黒
川
光
冨
）
は
未

だ
五
歳
の
幼
少
で
あ
っ
た

。

当
主
と
し
て

、

店
の
経
営
に
責
任
を
持
ち
種
々
の
問
題
の
解
決
を
図
り
、
奉
公
人
を
束
ね
、
そ
し
て
虎

屋
に
と

っ
て

最
も
大
切
な
御
所
の
御
用
を
と
ど
こ
お
り
な
く
果
た
す
に
は
、
あ
ま
り
に
も
幼
い
年
齢
で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
後
継
店

主
に
は
、
光
成
の
弟
で
あ
る
光
清
が
選
ば
れ
虎
屋
の
四
代
当
主
を
継
い
で
い
る
。

こ
れ
は
、
当
人
に
と
っ
て
も
思
い
が

け
な
い
こ
と
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

虎
屋
の
「
過
去
帳
」
に
は
、
光
清
を
「
柳
田
家
掛
持
」
と
記
し
て
あ
る

。

彼
は
す
で

に
母
の
生
家
で
あ
る
山
科
の
柳
田
家
を
継
い
で
い
た
た
め

、

虎
屋
と
両
方
の
当
主
を
掛
け
持
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、

幕
所
も
父
母
同
様
に
華
山
寺
に
あ
る

。

こ
こ
で
改
め
て
、
山
科
と
虎
屋
の
関
係
に
注
目
し
て
み
よ
う

。

虎
屋
に
残
る
伝
説
で
は
、
平
安
遷
都
の
頃
か
南
北
朝

合
一
の
頃
に
、
奈
良
か
ら
山
科
を
経
て
京
都
に
店
を
構
え
た
と
さ
れ
る
ゆ
か
り
の
土
地
で
あ
る

。

ま

た

、
山
科
の
頭
郷

士
柳
田
家
か
ら
二
代
の
妻
を
迎
え
、
五
代
の
妻
の
母
の

実
家
も
柳
田
家
で
あ
り
、

深
い
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。

江
戸
時

代
初
頭
の
柳
田
家
と
の
婚
姻
関
係
も
、
山
科
と
の
関
わ
り
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

。

な
お
、
虎
屋
と

山
科
を
結
ぶ
環
の
な
か
に
は
山
科
花
山
稲
荷
神
社
と
華
山
寺
に
関
す
る
伝
承
も
あ
る

。

花
山
稲
荷
神
社
と
華
山
寺

花
山
稲
荷
神
社
あ
る
い
は
稲
荷
信
仰
と
虎
屋
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
が
、
元
禄
年
間
(

-
六
八
八
i
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

京都黒谷の金戒光明寺にある黒川家の墓

ぐ
ど
う
と
う

し
ょ
く

ま
た
、

華
山
寺
の
開
山
で
あ
る

愚
堂
東
寛
は
、
本
山
妙
心
寺
の
住
職
を
務
め
た
江
戸
時
代
前
期
を
代
表
す
る
臨
済
宗

の
僧
侶
で
あ
り
、
後
水
尾
天
皇
や
徳
川
家
光
を
は
じ
め
多
く
の

人
々
の
帰
依
を
受
け
た

。

宮
本
武
蔵
の
参
禅
の
師
と
し

て
も
知
ら
れ
、
晩
年
の
万
治
元
年
(

-
六
五
八
）
山
科
に
華
山
寺
を
開
き

住
し
て
い
る

。

華
山
寺
が
創
建
さ
れ
た
の
は
、
虎
屋
二
代
吉
右
衛
門
の
没
後

一
年
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
吉
右
衛

門
お
よ
び
妻
の
墓
は
華
山
寺
に
あ
る

。

ま
た

吉
右
衛
門
の
妻
の
戒
名
に
は
黒
川
家
の
宗
旨
で
あ
る
浄
土
宗
戒
名
に
み
ら

れ
る
誉
号
が
み
ら

れ
る
。

こ
の
こ
と
は

吉
右
衛
門
と
愚
堂
和
尚
と
の
間
に
強
い

つ
な
が
り
が
あ

っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ

せ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
愚

堂
和
尚
の
元
へ
は
、
毎
日
虎

屋
か
ら
餞
頭
が
届
け
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、

餞
頭
を

持
っ
た
使
い
が
通
う
道
に
あ
っ
た
坂
が
餞
頭
坂
と
呼
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

。

残
念
な
が
ら
そ

の
坂
の
場
所
は
伝
わ

っ
て
い
な
い

。

し
か
し
、
花
山
稲
荷
神
社
の
中
川
正
也
宮
司
に
よ
れ
ば
、
子
供
の
頃
に
餞
頭
坂
と
い
う
名
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
と
い
う

。

昭
和
初
年
ま
で
は
山
科
の
人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う

。

い
ず
れ
に
し
て
も
山
科
の
地
が
、
虎
屋
の
歴
史
に
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
今
後
の
調
査
に
よ

っ
て
さ
ら
に
新
し
い
事
実
も
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う

。

四
、
虎
屋
の
創
業
年
代

か
ら
ず
あ
っ
た
。

ま
ず
、

記
さ
れ
て
い
る

。

一
七
0
四
）
に
出
版
さ
れ
た

『山
科
花
山
稲
荷
由
来
記
』
に
は

、

虎
屋
が
深
く
こ
の
稲
荷
社
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が

虎
屋
に
と

っ
て
御
所
の
御
用
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

は
、
店
の
誇
り
で
あ
る
。

御
所
御
用
の
沿
革
に
つ
い
て

は
、
次
章
に
譲
る
が
、
そ
の
始
ま
り
は
後
陽
成
天
皇
の
在
位
中
(

-
五
八
六
ー

一
六
―
-
）
か
ら
で
あ
る
。

京
都
に
お
い
て
御
所
の
御
用
を
勤
め
る
商
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
最
も
有
力
か
つ
信
用
の
あ
る
者
た
ち

で
あ
っ
た

。

御
所
御
用
で
は

一
度
に
大
量
の
品
を
納
め
る
場
合
も
多
く
、

常
例
の
も
の
以
外
に
、
臨
時
の
御
用
も
少
な

そ
う
し
た
ご
用
命
に
耐
え
得
る
だ
け
の
技
術
力
、
奉
公
人
数
、
資
金
力
が
必
要
と
さ
れ
る

。
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第 1 部 前近代の虎屋

加
え
て
、
そ
れ
以
上
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
店
の
信
用
で
あ
る

。

禁
裏
御
用
商
人
は
、
同
業
者
は
い
う
に
及
ば
ず
、
地

域
社
会
や
顧
客
な
ど
広
い
範
囲
か
ら
信
用
を
獲
得
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た

。

元
禄
年
間
(

-
六
八
八
ー

一
七
0
四
）
に
御
所
御
用
を
勤
め
た
商
人
た
ち
が
、
御
所
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
た
時
期

を
み
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に

一
六
0
0

年
代
半
ば
以
降
が
特
に
多
い
（

二
十
六
頁
参
照
）。

江
戸
幕
府
の
成
立
か
ら

お
よ
そ
半
世
紀
が
経
っ

た
頃
で
、
幕
藩
体
制
が
ほ
ぼ
整
っ
て
き
た
時
代
で
あ
る

。

ま
た
、
江
戸
初
期
か
ら
活
躍
し
て
き

た
商
人
た
ち
と
新
し
く
力
を
つ
け
た
商
人
た
ち
と
の
交
代
期
に
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
に
新
た
に
御
所
御
用
を
勤
め
る
廂

人
が
増
え
る
の
は
、

実
は
こ
う
し
た
社
会
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る

。

も
ち
ろ
ん
新
た
な
御
用
商
人
と
は
い
っ
て
も
、

そ
の
創
業
は
こ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
て
き
た
侶
用
の
上
に
、
御
所
御

用
の
地
位
を
獲
得
し
た
人
々
で
あ
っ
た

。

同
業
の
御
用
菓
子
屋
の
例
を
見
て
み
た
い

。

松
屋
常
盤
は
現
在
で
も
盛
業
中
の
名
店
で
、
承
応
年
間
(

-
六
五
ニ
ー

五
五
）
の
創
業
で
元
禄
時
代
の
評
判
記
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

。

と
こ
ろ
で
、
公
家
社
会
を
中
心
に
活
躍
し
た
鳳

林
承
草
（
相
国
寺
•
鹿
苑
寺
（
（
金
閣
寺
）
）
住
職
）
が
、
万
治
三
年
(

-
六
六
O
)
に
お
け
る
松

屋
の
こ
と
を
記
し
て

い
る
（
『隔
莫
記
』
）。

こ
う
し
た
有
力
な
名
店
で
あ
っ
て
も
、
御
所
御
用
を
勤
め
る
ま
で
に
は

一
世
紀
以
上
の
年
月
を

要
し
て
お
り
(

-
―十
九
頁
参
照
）
、
そ
れ
だ
け
の
社
会
的
信
用
を
勝
ち
得
る
の
に
ほ
ぼ

三
世
代
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が

一
六
0
0
年
頃
の
虎
屋
は
「
市
豪
」
と
称
さ
れ
、
な
お
か
つ
自
ら
の
危
険
を
承
知
で
敗
軍
の
将
を
か
く
ま
う
度
量
と

律
儀
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た

。

こ
う
し
た
財
力
や
気
風
、
信
用
は
と
て
も
一
朝

一
夕
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
長

い
年
月
を
か
け
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

。

虎
屋
の
場
合
も
御
所
御
用
を
始
め
る
に
は
、
少
な
く
と
も

二
世
代
の
期
間
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。

そ
こ
で
、

ひ
と
ま
ず
御
所
御
用
を
始
め
た
後
陽
成
天

皇
の
ご
即
位
年
(

-
五
八
六
年
）
を
韮
点
と
し
て

二
世
代
六
十
年
を
さ
か
の

ぼ
っ
た
大
永
六
年
(
-
五
二
六
）
を
虎
屋
の
創
業
と
し
、
お
よ
そ
四
八

0
年
の
歴
史
を
経
た
と
考
え
た
い

。

も
ち
ろ
ん
、

今
後
の
調
査
の
進
展
に

よ

っ

て
、
よ
り
確
度
の
高
い
創

業
の
年
を
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
改
め
て
い
く
つ
も
り
で

わ
か
る

。
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

鳳

虎
屋
の
屋
号
に
つ
い
て

商
家
に
と
っ
て
屋
号
は
顔
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
、
そ
の

意
味

は
大
き
い
。

現
代
に
お
い
て
も
屋
号
を
染
め
抜
い
た
暖
簾
は
、
店

の
象
徴
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る

。
屋
号
命
名
の
由
来
を
み
る

と
、
伊
勢
屋
や
大
坂
屋
な
ど
地
名
を
冠
し
た
も
の
は
、
主
人
の
出

身
地
や
主
要
取
引
先
に
ち
な
ん
だ
も
の
が
多
い

。

そ
の
ほ
か
寿
屋
、

え
び
す
屋
な
ど
縁
起
の
良
い
吉
祥
句
を
用
い
た
も
の
、
油
屋
や
麹

屋
な
ど
営
業
品
目
を
使
っ
た
も
の
の
ほ
か
、
笹
屋
や
桔
梗
屋
の
よ

う
な
植
物
名
か
ら
と
っ
た
も
の
や
、
店
主
の
姓
あ
る
い
は
商
標
や

紋
所
を
屋
号
と
し
た
場
合
な
ど
実
に
多
様
で
あ
る
。

菓
子
屋
に
多
い
鶴
屋
や
亀
屋
な
ど
の
動
物
に
由
来
す
る
も
の
の

多
く
は
、
「
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
」
の
言
菓
に
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
吉
祥
旬
に
ち
な
ん
で
縁
起
を
か
つ
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る

。

で
は
虎
屋
が
屋
号
と
す
る
虎
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

で

あ
ろ
う
。

日
本
に
虎
は
棲
息
し
な
い
が
、
古
く
か
ら
絵
画
に
描
か
れ
、
詩

文
に
も
詠
ま
れ
、
ま
た
朝
鮮
や
中
国
か
ら
毛
皮
が
も
た
ら
さ
れ
、

あ
る
い
は
肉
や
骨
な
ど
が
漢
方
薬
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
、
存
在
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
実
物
を
実
際
に
見
る
こ
と

は
な
く
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
は
あ
く
ま
で
も
、
想
像
上
の
動

物
で
あ
っ
た
。

日
本
に
棲
息
せ
ず
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら

こ

あ
る
。

そ
、
か
え

っ
て
想
像
力
を
か
き
た
て
ら
れ
、
力
強
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
力
を
発
揮
す
る
霊
獣
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た

一
種
神
秘
的
な
虎
の
名
を
名
乗
る
と
い
う
こ
と
は

、

虎
の
持
つ
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
の

表
れ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
虎
屋
に
こ
う
し
た
点
を
は

っ
き
り
記
し
た

文
献
は
残
っ
て
は
い
な
い
。

し
か
し

、
＋
代
黒
川
光
廣
が
文
化
＋

一
年
(

-
八

―
四
）
四
月
十
八
日
、
店
の
守
り
本
尊
と
も
い
う
べ

き
毘
沙
門
天
に
捧
げ
た

「願
文
」
に
は
、
「当
家
の
家
号
を
虎
屋

と
申
事
も
諄
天
の
加
護
力
に
て
、
斯
二
大
の
君
の
御
用
を
蒙
る

冥

加
か
た
か
た
其
因
に
よ
り
て
号
し
事
也
」
と

書
か
れ
て
い
る
。

こ

れ
は
、

「虎
屋
の
屋
号
も
、
毘
沙
門
天
の

ご
加
護
に
よ

っ
て

一
天

の
君
（
天
皇
）
の
第
子
御
用
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
い
る
、
お
礼
の

意
味
を
こ
め
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

虎
は
毘
沙
門
天
と
非
常
に
関
係
の
深
い
動
物
で
あ
る
。

例
え
ば

京
都
の
北
方
に
あ
っ
て
王
城
を
守
る
鞍
馬
寺
の
毘
沙
門
天
が
ま
つ

ら
れ
る
金
堂
の
前
に
は

、

狛
犬
な
ら
ぬ
阿
叫
の
虎
が
安

置
さ
れ
て

い
る
。

ほ
か
に
も
虎
を
め
ぐ
る
伝
説
が
多
い
。

ま
た
、
寅
の
日
に

毘
沙
門
天
を
お
参
り
す
る
こ
と
を

「黄
ま
い
り
」
と

い
う
な
ど
、

虎
が
毘
沙
門
天
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

虎
屋
と
名
乗
っ
た
明
確
な
理
由
は
不
明
で
は
あ
る
が

、

歴
代
店

主
の
毘
沙
門
信
仰
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
（
六
十
四
頁
参
照
）。
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委
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哀

弁

ヘ名‘
地

ぇ

忍
引
心位
砂
：
。

土

(7
)
明
治
以
後

に
つ
い
て
は
第

2

部
以
降

参
照

。

ま
た
、
資
料
編
に
は
詳
細
な
系
図

を
付
し
た

。

(
8
)「黒
川
家
歴
代
事
跡
表
（
並
家
族
過
去

帳
記
録
）」

(
9
)記
録
に
よ
り
吉
左
衛
門
と
記
し
た
も

の
も
あ
る
が
、

左
と
右
の
違
い
が
改
名
に

よ
る
も
の
か
誤
記
に
よ
る
も
の
か
は
は

っ

き
り

し
な

い
。

た
だ
し
江
戸
時
代
の
人
名

表
記
で
は
、
左
と
右
を
取
り
違
え
て
い
る

場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る

。

2

歴
代
店
主
の
事
跡

一
、
歴
代
の
店
主
た
ち

虎
屋
は
代
々
黒
川
家
の
当
主
を
店
主
と
し
て
、
現
在
の

黒
川
光
博
ま
で
十
七
代
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る

。

虎
屋
の

発
展
が
店
主
の
経
営
手
腕
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
来
な
ら
ば
各
店
主
の
事
跡
を
詳
細
に

紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
各
店

主
在
任
中
の
史
料
の
残
り
方
に
も
偏
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
節
で
は
他
と
多
少

の
重
複
は
あ
っ
て
も
、
代
々
の
動
き
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
江

戸
時
代
の
歴
代
店
主
の
事
跡
を
ま
と
め
て
紹
介
し

て
い
き
た
い

。

え
ん
ち
ゅ
う

中
興
初
代
円
仲

虎
屋
の
初
代
店
主
の
名
を

黒
川
円
仲
と
い
う

。

円
仲
と
い
う
名
は
、
在
世
中
に
出
家
し
た
者
が
名
乗
る
道
号
で
あ
り
、

こ
れ
と
は
別
に
実
名
が
あ

っ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
五
郎
右
衛
門
と
い
う
通
称
の
ほ
か
は
残
念
な
が
ら
伝
わ
っ
て
い
な
い

。

円
仲
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
不
明
な
点
が
多
く
、
父
の
名
も
不
明
と
さ
れ
て
き
た
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
新
た

な
伝
承
が
発
見
さ
れ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
円
仲
時
代
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
（
八
頁
参
照
）。

在
世
中
の
史
料
と
し
て
は
、
寛
永
五
年
(

-
六
二
八
）
に
現
在
の
虎
屋
京
都
菓
寮
•
工
場
所
在
地
を
買
い
増
し
し
た
と

き
の
古
文
書
が
残
っ
て
い
る

。

店
主
在
任
期
間
は
慶
長
二
年
(

-
五
九
七
）
か
ら
没
し
た
寛
永
十
二
年
(

-
六
三
五
）
に

(8
)
 

い
た
る
四
十
年
間
に
及
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
、
菓
子
屋
の
か
た
わ
ら
医

業
も
行
っ
た
と
い
わ
れ
る

（五
代
光
冨
「
願
文
」
）。

き
ち
え
も
ん

(9
)

二
代
吉
右
衛
門

二
代
黒
川
吉
右
衛
門
は
、
父
円
仲
の
死
後
店
主
と
な
り
明
暦
―
二年
(

-
六
五
七
）
ま
で
二
十
二
年
間
、
そ
の
地
位
に

14 
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ど
と
い

っ
た
六
十
六
の
国
と

二
つ
の
島
に
分
け
ら
れ
、

か
み
す
け
じ
ょ
う
さ
か
ん

国
司
は
長
官
に
あ
た
る
守
を

筆
頭
に
介
、
橡
、
日
の
四
等
官
か
ら
な
り
、

大
国
の
橡
に
は
大
橡
と
少
橡
の

1
5

そ
れ
ぞ
れ
に
都
か
ら
国
司
が
派
遣
さ
れ
て
い
た

。

と
名
乗
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る

。

な
お
「
吉
」

め
い
し
ょ

う
て
ん
の
う
ご
み
ず
の
お
じ
ょ
う
こ
う

店
を
継
い
で
ニ
ヶ
月
ほ
ど
で
、
明
正
天
皇
が
父
君
の
後
水
尾
上
皇
の
御
所
を
行
幸
さ
れ
た
と
き
に
菓
子

い
ん
の
ご
し

ょ
さ
ま
ぎ
ょ

う
こ
う
の
お
か
し
か
よ
、

「院
御
所
様
行
幸
之
御
菓
子
通
」
で
、
純
然
た
る
菓
子

屋
の
販

売
記
録
と
し
て
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
最
古
の
も
の
で
あ
る

。

ご
こ
う
み
ょ
う
て
ん
の
う

ま
た
、
慶
安
四
年
(

-
六
五

一
）
後
光
明
天
皇
が
明
正
上
皇
の
御
所
に
行
幸
さ
れ
た
折
の
記
録
が
残
さ

れ
て
お
り
、
当
時
の
菓
子
や
行
幸
の
折
の
献
立
な
ど
が
知
ら
れ
る

。

こ
の
時
記
録
さ
れ
た
菓
子
を
み
る
と
、

羊
羹

．

餞
頭
•
草
餡
餅

•

有
平
糖

•

金
平
糖
・
昆
布
な
ど
前
代
以
来
の
も
の
ば
か
り
で
、
未
だ
和
菓
子
が

大
成
す
る
以
前
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

。

吉
右
衛
門
の
妻
は
、
禁
裏
の
御
用
を
勤
め
た
山
科
郷
士
の
柳
田
吉
左
衛
門
の
娘
で
あ
り
、
三
代
光
成

・

四
代
光
清
の
母
で
あ
る

。

柳
田
家
は
山
科
郷
士
の
な
か
で
も
頭
郷
士
を
務
め
る
由
緒
あ
る
家
柄
で
あ
っ
た

。

黒
川
家
の
墓
所
は
、
三
代
以
降
ほ
ぼ
京
都
の
黒
谷
に
あ
る
金
戒
光
明
寺
に
あ
る
が
、
吉
右
衛
門
の
墓
所
は

柳
田
家
と
同
じ
山
科
の
華
山
寺
に
あ
り
山
科
と
虎

屋
と
の
関
係
の
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
る

。

ま
た
吉
右
衛
門
に
は
、
鞍
馬
寺
参
詣
の
帰
り
に
虎

屋
の
守
護
神
と
も
い
う
べ
き
毘
沙
門
天
を
持
ち
帰

っ

た
と
い
う
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る

み
つ
し
げ

三
代
光
成

三
代
黒
川
光
成
の
事
跡
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
明
暦

三
年
(

-
六
五
七
）
六
月
十
五
日
に
虎

し
ょ
う
じ
ょ
う

屋
当
主
と
し
て
は
じ
め
て
近
江
少
橡
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

。

か
つ
て
日
本
は
山
城
国
や
武
蔵
国
な

（
六
十
五頁
参
照
）。

を
お
納
め
し
て
い
る

。

こ
の
時
の
記
録
が

用
い
ら
れ
て
い
た

。

あ
っ
た

。

虎
屋
黒
川
家
は
代
々
、

「
光
」
の

一
字
を

実
名
に
つ
け
て
い
る
が
、

吉
右
衛
門
に
つ
い
て
は
何

の
文
字
は
代
々
の
当
主
の
通
称

・

幼
名

•

隠
居
名
な
ど
に



第 1 部前近代の虎屋

寛永• 慶安の史料にみる菓子一覧

寛永 12年 ( 1635) 慶安4年 ( 1651 ) 股安4年 ( 165 1 ) 寛永 12年 ( 1635) 殷安4年 ( 1651 ) 麿安4年 (1651 )
名 称 院御所様行幸 朝鋭御行幸 朝骰御行幸 名 称 院御所様行幸 朝親御行幸 朝雖御行幸

之御菓子通 之御献立 御菓子覚帳 之御菓子通 之御献立 御菓子覚帳

あこや

゜ ゜
すいひ餅

゜ ゜飴 粽

゜ ゜
赤 飯

゜ ゜有平糖

゜ ゜ ゜
たいらぎ貝

゜ ゜餡 餅

゜ ゜
粽

゜ ゜煎 梱

゜
中丸骰頭

゜ ゜色付いか

゜ ゜
中骰頭

゜ ゜外良餅

゜ ゜
つぐみ

゜ ゜薄皮骰頭

゜ ゜
椿 餅

゜ ゜鶉 餅

゜ ゜
椰 み羊 羹

゜ ゜饂 飩

゜ ゜
吊り柿

゜ ゜枝 柿

゜
鳥の子餅

゜ ゜大 梨

゜
大府骰頭

゜ ゜大骰頭

゜ ゜ ゜
大府焼き骰頭

゜ ゜お茶の子

゜
梨

゜ ゜カステラ

゜ ゜ ゜
茄子餅

゜ ゜カルメラ

゜ ゜ ゜
南蛮餅

゜求 肥

゜
なんめん糖

゜ ゜ ゜求肥飴

゜
入 麺

゜ ゜きんとん

゜ ゜
箱羊 羮

゜ ゜草の餡餅

゜ ゜
蓮

゜ ゜串 貝

゜
ハルテイス

゜ ゜ ゜鯨 餅

゜ ゜
藤の花

゜ ゜葛素麺

゜ ゜
藤の実

゜ ゜胡 桃

゜
船 餅

゜黒皮茸

゜ ゜
母子餅

゜ ゜黒くわい

゜ ゜
丸餞頭

゜黒 胡麻餅

゜ ゜
餞 頭

゜< わい

゜ ゜
みずから

゜ケサチイナ

゜
水 栗

゜ ゜ ゜高鹿煎餅

゜
蜜 柑

゜ ゜氷 餅

゜
みど り

゜ ゜粉付貝

゜ ゜
美濡串柿

゜木の 実 餅

゜
みるくい

゜ ゜牛 芳 餅

゜ ゜
切 麦

゜ ゜昆 布

゜ ゜ ゜
結び拠斗

゜綽 羊焚

゜ ゜
盛り台

゜魚 台

゜
焼き栗

゜ ゜さ ざえ

゜ ゜
山 芋

゜ ゜砂糖棚

゜ ゜ ゜
雪 餅

゜ ゜ ゜砂糖粽

゜ ゜
羊 羹

゜ ゜ ゜さるおこし

゜ ゜
よなき

゜ ゜さ ん餅

゜
落 雁

゜ ゜ ゜絞り湯菓

゜ ゜
り ん

゜しま台

゜ ゜
蕨

゜洲浜ぽ飴）

゜ ゜ ゜注 ： 菓子名は現代表記とした。「朝践御行幸之御献立」 からは、策子の部分のみをとりあげた 。
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,
1
,
 

日-
5
 

占
¥摩
登
某
令
拿
；

：渇
星

[
i演
一[

宣ロ操少江近L_ 
成光t

 

＇
ー3

 

二
つ
が
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
国
司
は
実
質
的
な
機
能
を
失
っ
て
名
誉
職
的
な
称
号
と
な
り
、
公
家
や
大

名
・
旗
本
が
守
や
介
に
任
じ
ら
れ
る
ほ
か
芸
能
者
や
商
人
な
ど
が
橡
以
下
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

。

光
成
の
場
合
、
父
吉
右
衛
門
の
死
の
半
年
前
に
近
江
少
橡
と
な
っ
て
い
る

。

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
す
で
に
吉
右
衛
門
は
半
ば
隠
居
し
て
お
り
、
光
成
が
実
質
的
な
店
主
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

あ
る

い
は
吉
右
衛
門
が
息
子
光
成
の
た
め
に
受
領
を
願
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る

。

み
つ
き
よ

四
代
光
清

三
代
光
成
が
幼
い
息
子
吉

三
郎
を
遺
し
て
死
去
し
た
た
め
、
弟
光
清
が
四
代
と
し
て
寛
文
十

一
年
(

-
六
七

一
）
に

店
を
継
い
だ

。

こ
の
と
き
、
光
清
は
す
で
に
母
の

実
家
で
あ
る
山
科
の
柳
田
家
を
継
い
で
い
た
た
め
、
虎
屋
と
柳
田
家

の
双
方
の
当
主
を
掛
け
持
ち
す
る
こ
と
に
な

っ
た
（
「
過
去
帳
」
）

。

と
お
り
じ

光
清
は
吉
三
郎
に
黒
川
家
の
通
字
で
あ
る
「
光
」
を
付
け
て
光
冨
と
名
乗
ら
せ
、
兄
の
死
の

翌
年
寛
文
十
二
年
に
自

分
自
身
で
は
な
く
、

し
か
も
ま
だ

六
歳
と
幼
い
光
冨
に
対
し
て
近
江
大
橡
の
拝
任
を
朝
廷
に
願
い
、
光
成
が
任
命
さ
れ

た
少
橡
か
ら
大
橡
へ
と
昇
階
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る

。

こ
の
こ
と
に
は
虎
屋
の
次
期
店
主
は
、
兄
の
息
子
の
光

冨
で
あ
る
こ
と
を
店
内
外
に
知
ら
し
め
る
意
味
が
あ
っ
た

。

光
清
は
虎
屋
の
経
営
の
舵
取
り
を
行
い
つ
つ
、
次
期
店

主

と
し
て
光
冨
を
育
て
る
後
見
役
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。

彼
が
店
主
で
あ
っ
た
期
間
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
虎

屋
の
経
営
も
順
調
に
推
移
し
て
お
り
、
禁
裏
御
用
菓
子

屋
と
し

て
経
営
の
甚
盤
は
宮
中
に
あ
っ
た
が
、

一
方
、
公
家
や
大
名
、

三
井
家
や
鴻
池
家
と
い
っ
た

豪
商
あ
る
い
は
尾
形
光
琳

よ
う
し
ゅ
う

ふ
し

な
ど
と
い

っ
た
名
前
も
記
録
さ
れ
て
い
る

。

ち
な
み
に
、
光
清
の
時
代
に
出
版
さ
れ
た

『薙
州
府
志
』
(
-
六
八
四
）

や
『
京
羽
二
重
』
(
-
六
八
五
）
に
よ
る
と
、
虎
屋
は
二
口
屋
能
登
や
亀
届
和
泉
な
ど
と
並
ん
で
京
都
の
有
名
菓
子

屋

の

―
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る

。

元
禄
文
化
華
や
か
な
十
七
世
紀
後
期
は
、
京
都
で
和
菓
子
が
大
成
し
た
時
期
に
も
あ
た
る
（

三
十
五
頁
参
照
）

。

そ

れ
ま
で
素
朴
で
あ
っ
た
菓
子
が
、
彩
り
も
美

し
く

意
匠
化
さ
れ
、
古
典
文
学
な
ど
に
ち
な
ん
だ
名
前
（
菓
銘
）
が
つ
け

17 



第 1 部 前近代の虎屋

(1
0
)「（
仁
斎
）
諸
生
初
見
帳
」
（
天
理
図書

館
蔵
）。

古
義
堂
の
門
人
帳
に
あ
た
る

。

5代光冨「近江大橡口宣案」 （寛文 1 2年2 月 8 日 ） 現在の古義堂外観 （明治27年再建）

営
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
み
て
と
れ
る

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。

光
清
も
禁
裏
御
用
菓
子
屋
虎
屋
の
主
人
と
し
て
、
和
菓
子
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
担

っ
た

と
思
わ
れ
る

。

例
え
ば
虎
屋
に
残
る
元
禄
八
年
(

-
六
九
五
）
の
「
御
菓
子
之
驚
闘
」
は
、
現
存
最
古
の
菓
子
絵
図
帳

で
あ
り
、
和
菓
子
大
成
当
時
の
菓

子
の
姿
を
今
H

に
伝
え
て
い
る

。

み
つ
と
み

五
代
光
冨

幼
く
し
て
近
江
大
橡
と
な

っ

た
五
代
黒
川
光
冨
は
、
叔
父
光
清
の
薫
陶
を
受
け
つ
つ
成
長
し
、
天
和
三
年
(

-
六
八

じ
ん
さ

、
こ

ぎ
ど
う

(1
0)

三
）
十
七
歳
で
、
当
時
京
都
随

一
と
い
わ
れ
た
儒
学
者
伊
藤
仁
斎の
塾
、
古
義
堂
に
入
塾
し
て
、
儒
学
を

学
ん
で
い
る

。

光
冨
が
正
式
に
虎
屋
の
店

主
と
な

っ
た
の
は
、
元
禄
十

三
年
(

-
七
0
0
)、
四
代
光
清
が
死
去
し
た
跡
を
受
け
て

の
こ
と
で
あ

っ
た

。

し
か
し
、
光
清
が
黒
川
家
と
山
科
の
柳
田
家
双
方
の
当
主
を
務
め
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
か
つ
元
禄
三
年
、
光
冨
二
十
四
歳
の
と
き
に
、
店
の
守
護
神
で
あ
る
毘
沙
門
天
へ
、
願
文
を
捧
げ
て
店
の
繁
栄
を

祈
る
と
と
も
に
経
営
に
対
す
る
決
意
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
比
較
的

早
い
時
期
か
ら
虎
屋
の
経
営
に
深
く
関

わ
っ

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い

。

光
冨
が
生
き
た
時
代
は
、
大
嘗
会
は
じ
め
長
く
途
絶
え
て
い
た
朝
廷
の
儀
式
が
復
活
し
た
時
期
に
あ
た
る

。

こ
う
し

た
儀
式
に
使
わ
れ
る
菓
子
に
つ
い
て
は
、
時
代
考
証
に
手
抜
か
り
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
し
、

菓
銘
を
つ
け
意
匠
を
考

え
る
に
も
古
典
の
教
養
が
必
要
と
さ
れ
た

。

古
義
堂
に
学
ん
だ
光
冨
の
好
学
心
と
そ
の
知
識
は
、
虎
屋
の
店
主
と
し
て

大
い
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る

。

一
方
、
光
冨
は
経
営
に
つ
い
て
も
意
欲
的
な
取
り
組
み
を
み
せ
て
い
る

。

京
都
の
み
で
営
業
し
て
い
た
虎
屋
を
、
江

戸
に
進
出
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る

。

後
述
す
る
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
江
戸
出
店
で
は
あ
る
が
、
経

（
四
十
四頁
参
照
）。

え

ん
じ
ゅ

光
話
は
正
徳
六
年
(

-
七
一
六
）
に
死
去
し
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た
妻
円
寿

（
法
名
）
が
息
子
で
あ
る
六
代
房
寿
・

七
代
迪
光
の
後
見
を
行
っ
て
い
る

。

円
寿
は
菓
子
の
御
用
に
も
関
わ
り
、

堕
要
な
御
用
に
関
す
る

注
意
な
ど
を

書
き
残

す
と
と
も
に
、
日
常
生
活
に
も
き
め
細
か
な
注

意
を
払
っ
て
い
た

。

円
寿
は
日
頃
か
ら
質
素
な
生
活
を
重
ん
じ
、
例
え
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

(
1
2
)現在
虎
屋
で
は
、
「ぼ
う
じ
ゅ
」
と
誂

み
習
わ
し
て
い
る
が
、
本
来
は

「ふ
さ
と

し
」
と
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る

。

(
1
3
)御所
へ
お
納
め
す
る
菓
子
は
、
市
中

相
場
よ
り
低
い
値
段
に
設
定
さ
れ
て
い

こ
。t
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．
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ヵ
笠
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7
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g
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f

叶
汀
げ
も
ー
令令
l

情
ぼ!
i
~般

i
t

? 
1
1
)享
保
十
年
(

-
七
二
五
）
「
御
用
留
帳
」6代房寿「 日 記」

ち
か
み
つ

七
代
迪
光

ば
朝
飯
の
菜
は
、
豆
腐
の
お
か
ら
二
文
分
で
よ
い
と
い
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
教
え
を
後
の
人
々
は
「
円

寿
大
姉
家

(11
)
 

伝
」
と
し

て
大
切
に
言
い
伝
え
て
い
た

。

自
ら
範
を
示
す
円
寿
の
存
在
は
、
店
主
は
も
と
よ
り
店
員
等
に
と
っ
て
も

精
神
的
な
支
え
で
あ
っ
た

。

ぼ
う
じ
ゅ

(1
2)

六
代
房
寿

六
代
黒
川
房
寿
は
父
の
死
後
、
正
徳
六
年
(

-
七
一
六
）
十
六
歳
で
店
主
と
な
り
、

二
十
五
歳
の
と
き
近
江
大
橡

を
拝
任
し
た
が
、
三
十
五
歳
と
い
う
若
さ
で
没
し
て
い
る

。

彼
が
店
主
を
務
め
た
時
期
は
、
八
代
将

軍
吉
宗
の
治
世
、

い
わ
ゆ
る

享
保
の
改
革
の
時
期
に
相
当
し
て
い
る

。

厳
し
い
経
済
環
境
の
な
か
さ
ま
ざ
ま
な
打
開
策
が
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
が
、
な
か
に
は
虎

屋
と
直
接
関
わ
る
朝
廷
の
経
済
に
関
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た

。

享
保
年
間
(

-
七

一
六
i

三
六
）
に
な
る
と
朝
廷
の
経
済
は
逼
迫
の
度
合
い
を
増
し

て
お
り
、
商
人
に
対
す
る
支

払
い
が
停
滞
し
て
い
た
と
い
う

。

物
価
の
値
上
が
り
も
目
立
ち
、
虎
屋
の
古
文
書
で
も
、
御
所
に
対
す
る
菓
子
の
値

(13
)
 

上
げ
願
い
や
拝
借
金
願
い
が
た
び
た
び
出
さ
れ
て
お
り
、
砂
糖
な
ど
の
原
材
料
高
騰
が
経
営
を
圧
迫

し

て
い
る
様
子

が
う
か
が
え
る
（
四
十
九

頁
参
照
）。

こ
う
し
た
状
況
は
御
用
商
人
に
共
通
し
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
特
に
虎

屋
と

二
口
屋
は
享
保
十
五
年
に
は
、
御
用
代
金
の
受
領
が
二
年
間
も
と
ど
こ
お
っ
て
い
た

。

房
寿
は
、
こ
う
し

た
厳
し

い
状
況
を
経
営
の
引
き
締
め
な
ど
で
乗
り
切
っ
て
い
る

。

享
保
二
十
年
(

-
七
三
五
）
、
七
代
黒
川
迪
光
は
兄
の
死
去
に
よ
り
店
を
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た

。

生
年
が
不
明
な

た
め
、
店
主
と
な
っ
た
年
齢
は
わ
か
ら
な
い

。

し
か
し
、
御
所
御
用
の
相
続
を
願
っ
た
文
書
に
は
「
近
江
弟
吉
衛
門

（
迪
光
）
と
申
者
、
只
今
迄
折
々
御
用
筋
も
相
勤
候
者
二
而
、
御
菓
子
調
進
之
致
方
も
能
存
知
」
と
あ
り
、
兄
に
従

っ

て
菓
子
の
製
造
に
従
事
し
、
御
用
に
も
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

。

ま
た
父
光
冨
の
死
か
ら
十
九
年

を
経
て
い
る
こ
と
か
ら

、

す
で
に
成
年
に
達
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る

。

妻
は
、
伊
勢
桑
名
藩
松
平
家
の
家
臣
末
吉
家
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第 1 部 前近代の虎屋

「御用暖簾掛継続願」 （安永7年5 月 24 日 ） 暖簾に「御用所」の文字を入れることが禁止され 、 許可を願っ た文書
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ĉ

‘
ー

貸
紅
徐
．

災
姑
甘
危
が
二
浮J

 

原

力
怨
各
ク

t

杉
b
i

伶
人
名
員

目

笈

g

ゑ
咬
”

t

炉
ほ
ぞf
5
る
伐
ぶ
続•

•• 
目濯

｀
俗
笠
危

r
I
(

、
と
秒1
賃
4

光

ト
太
ー

迪代

店
t

7
 

み
つ
は
る

八
代
光
治

宝
暦
七
年
(

-
七
五
七
）
＋
七
歳
で
店
主
と
な
っ
た
八
代

黒
川
光
治
の
店
主
在
任
中
に
起
こ
っ
た
出
来

事
で
特
箪
さ
れ
る
の
は
、
安
永

事
件
で
あ
ろ
う

。

安
永
二
年
(

-
七
七
三
）
、
御
所
賄
方
役
人
等
が
御
用
商

人
と
結
託
し
て
公
金
を
横
領
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
、
主
犯
は
死
刑
を
含
む
重
い
刑
に
処
せ
ら
れ
、
関
係

し
た
官
人
等
が

一
0
0

人
以
上
処
分
さ
れ
た

。

ま
た
、
権
中
納
言
今
出
川
実
種
の
B

記
に
よ
れ
ば
八
0
0

人
を
超
え
る
商
人
が
追
放
に
な
り
、
そ
の
後
の
調
在
に
よ
っ
て
出
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
商
人
も
多
か
っ
た

。

御
用
菓
子
屋
も
不
正
の
有
無
の
調
査
を
受
け
て
い
る
が
、
虎
屋
は

事
件
に
関
与
し
な
か
っ
た
た
め
に
引
き

続
き
御
用
を
勤
め
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
砂
糖
な
ど
の
御
用
を
命
じ
ら
れ
て
い
る

。

み
つ
と
し

九
代
光
利

天
明
二
年
(

-
七
八
二
）
二
十
二
歳
で
店
を
継
ぎ
近
江
大
橡
と
な
っ
た
九
代
黒

川
光
利
は
、
江
戸
時
代

の
店
主
の
な
か
で
も
最
も
困
難
な
時
代
を

生
き
抜
い
た

一
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
在
に
受
け
継
が
れ
る

資
係
t

各
弁ぇ
召
ぃ

ら
砂
糖
を
拝
借
し
て
し
の
い
だ
り
も
し
た

。

た
、
砂
糖
の
高
騰
に
よ
る
人
手
難
に
つ
い
て
は
、
御
所
か

い
は
拝
借
金
な
ど
を
た
び
た
び
御
所
へ
願

っ
て
い
る

。

ま

た
た
め
、
菓
子
の
値
上
げ
や
御
用
代
金
の
前
渡
し
、
あ
る

減
少
に
よ
る
価
格
の
高
騰
な
ど
厳
し
い
経
済
状
況
に
あ

っ

吉
家
の
槌
子
と
な

っ

た
宗
雨
で
あ
る

。

迪
光
の
時
代
も
、

幕
府
の
貨
幣
改
鋳
、
砂
糖
輸
入

量
の

よ
り
迎
え
て
い
る
が

そ
の
父
は
四
代
光
消
の
息
子
で
末
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

ｷｷ- -·-·-······'"~--一. --、-· . ''.一,~---

「定」（文化4年）「五ケ年之間堪忍」の文字が見える

虎
屋
の
精
神
的
な
甚
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。

店
主
と
な

っ
た
六
年
後
の
天
明
八
年
正
月
三
十
日
の
大
火
は
、
応
仁
の
乱
以
来
と
い
う
被
害
を
京
都
に
も
た
ら
し
た

。

そ
の
猛
威
で
市
街
の
大
半
が
灰
儘
に
帰
し
、
御
所
も
被
災
し
て
天
皇
は
聖
護
院
に
移
ら
れ
た
。

こ
の
大
火
で
受
け
た
打

撃
は
大
き
く
、
以
降
、
京
都
の
経
済
は
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
本
格
的
な
復
興
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
要
し
た

。

虎

屋
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
が
、
な
ん
と
か
菓
子
の
調
進
は
全
う
し
て
い
る

。

や
が
て
文
化
年
間
(

-
八
0
四
ー

一
八
）
に
な
る
と
虎
屋
の
経
営
は
非
常
に
悪
化
し
て
い
た

。

史
料
が
残
っ
て
お
ら

ず
詳
し
い
収
支
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
に
か
く

経
営
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

。

光
利
は
、
危
機
に
瀕

し
た
経
営
を

立
て
直
す
方
法
と
し
て
店
制
の
改
革
を
も
っ
て
臨
ん
だ

。

文
化
二
年
(

-
八
0
五
）
に
は
現
在
の
就
業
規

則
に
あ
た
る
「
掟
書
」
を
策
定
し
て
い
る
。

こ
の
掟
書
は
天
正
年
間
(

-
五
七
三
i

九
二
）
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
書

き
改
め
た
も
の
で
、
単
な
る

規
律
の
遵
守
や
倹
約
の
奨
励
だ
け
で
は
な
く

、

提
案
制
度
や
店
員
教
育
に
も
力
を
入
れ
る

な
ど
幅
広
く
店
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る

。

し
か
し
、

経
営
は
な
か
な
か
好
転
し
な
か
っ
た
よ
う
で

、

二
年
後
の
文
化

四
年
に
は
新
た
に

「
定
」
を
作
成
し
て
い
る
が
、
こ
の冒
頭
に

「
五
ケ
年之
間
堪
忍
」
と
記
し
て
お
り

、
危
機
打
開
の

た
め
五
年
に
わ
た
る
緊
縮
を
も

っ
て
臨
む
意
思
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

そ
の
二
年
後
の
六
年
に
は
、
職
務
分
掌
規
定

に
相
当
す
る

「
店員
役
割
書
」
が
つ
く
ら
れ
、
店
員
各
自
の
職
務
の
確
認
と
組
織
の
整
理
が
行
わ
れ
た

。

光
利
の
改
革

は
、
単
に
倹
約
に
努
め
る
だ
け
で
な
く
、
信
賞
必
罰
を
明
ら
か
に
し
て
、

店
員
の
意
識
を
高
め

、

な
お
彼
ら
の
資
質
を

高
め
る
こ
と
に
留
意
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

み
つ
ひ
ろ

十
代
光
廣

文
化
十
三
年
(
-
八

一
六
）
三
月
十
九
日
、

三
十
三
歳
で
近
江
大
橡
を
拝
命
し
た
十

代
黒
川
光
廣
は
同
月
、

「定
」

と
い
う
文
書
を
つ
く
っ
て
い
る

。

こ

れ
は
奉
公
人
の
給
金
や
昇
進
制
度
な
ど
を
き
め
細
か
く
定
め
た
も
の
で
あ
る

。

人

事
制
度
を
整
備
し
た
も
の
で
、
そ
の
考
え
方
は
九
代
光
利
が
経
営
危
機
打
開
に
乗
り
出
し
て
以
来
行
わ
れ
て
き
た
店
制

改
革
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

ま
た
、

こ

れ
ま
で
禁
裏
（
天
皇
）
、
仙
洞

（
上皇
）
、
大
宮
（皇
太
子
）
、
女
御
な
ど
、
御
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第 1 部 前近代の虎屋

所
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
菓
子
納
入
帳
簿
（
御
用
帳
）
を
「
大
内
帳
」
と
し
て

一
冊
に
ま
と
め
、
帳

簿
事
務
の

簡
素
化
も
行
っ
て
い
る

。

と
こ
ろ
で
、
と
も
に
御
所
御
用
を
勤
め
た

二
口
屋
が
、
こ
の
時
期
に
経
営
を
悪
化
さ
せ
て
い
る

。

先
の
九
代
光

利
の

「
定
」
に
見
た
と
お
り
、
虎
屋
の
経
営
も
苦
し
い
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
政
元
年
(

-
八

一

八
）
頃
に
は
、
二
口
屋
を
虎
届
の
店
に
同
居
さ
せ
て
経
営
の
再
建
に
手
を
貸
し
て
い
る

。

十
六
世
紀
以
来
の
長
い

御
所
御
用
の
伝
統
を
誇
っ
た
両
店
が
そ
ろ
っ
て
経
営
危
機
に
あ
え
ぐ
ほ
ど
、
経
営
環
境
は
悪
化
し
て
い
た

。

光
廣

は
、
そ
の
経
営
手
腕
で
苦
境
を
し
の
い
で
虎
屋
を
後
の
発
展
へ
と
つ
な
げ
た
人
物
で
あ
っ
た

。

屋の屋虎文願天沙毘を栄繁の店

み
つ
よ
し

日
十
＿
代
光
賓

8
 
伊
十

一
代
黒
川
光
賓
は
天
保
十
一
年
(
-
八
四

0
)
近
江
大
橡
を
拝
任
し
て
い
る
が
、
そ
の
わ
ず
か
四
年
後
の
十

年
る

五
年
に

一二
十
三
歳
で
死
去
し
て
い
る

。

短
い
店
主
在
任
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、
詳

し
い
事
跡
は
不
明
で
あ
る
が
近

江
大
橡
の
拝
命
に
関
す
る
詳
し
い
記
録
を
残
し
て
い
る

。

文
れ
（
さ

-l—-R 

光
賓
の
時
代
、
特
箪
す
べ
き
こ
と
と
い
え
ば
後
述
す
る

二
口
屋
の
吸
収
で
あ
ろ
う
（
六
十

二
頁
参
照
）
。
先
に

文
も

f
どな

廣
来
触
れ
た
が
、

二
口
屋
は
虎
屋
と
と
も
に
後
陽
成
天
皇
の
在
位
中
か
ら
菓
子
御
用
を
勤
め
る
、
最
も
古
く
か
ら
の
禁

光
由

裏
御
用
菓
子
屋
で
あ
っ
た

。

虎
屋
と
は
御
用
に
お
納
め
す
る
菓
子
の
内
容
も
近
く
、
御
所
に
対
す
る
献
上
や
菓
子

代
の

1
0号

屋
仲
間
へ
の
対
応
で
も
常
に
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た

。

と
こ
ろ
が
、

一
八
0
0
年
代
以
降
経
営
を
悪
化
さ
せ
、
虎
屋

や
業
種
を
異
に
す
る
禁
裏
御
用
商
人
の
援
助
を
受
け
る
な
ど
し
て
い
た

。

し
か
し
業
績
を
立
て
直
せ
な
い
ま
ま
、
結
局

光
賓
の
時
代
に
虎
屋
が
借
財
を
肩
代
わ
り
し
て
経
営
権
を
手
中
に
し
て
い
る

。

そ
の
後
、
二
口
屋
は
店
舗
を
虎
屋
の
所

在
地
に
移
し
、
光
賓
の
弟
政
太
郎
を
名
目
上
の
店
主
に
迎
え
「
二
口
屋
」
と
し
て
御
所
御
用
を
続
け
た
が
、
事
実
上
は

虎
屋
が
経
営
を
行
っ
て
い
た

。

こ
の

二
口
屋
の
吸
収
に
よ
っ
て
虎
屋
は
経
営
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
い
る

。
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第 1 章 創業伝承と歴代店主の事跡

12代光正肖像明治以後

と
こ
ろ
で
、

天
保
の
改
革
に
よ
っ

て
禁
止
さ
れ
た
株
仲
間
が
嘉
永
七
年
(

-
八
五
四
）
に
再
興
さ
れ
、
虎
屋
も
再
び

上
菓
子
屋
仲
間
に
加
人
し
て
い
る

。

し
か
し
、

慶
応
四
年
(

-
八
六
八
）
に
は
旧
来
の
仲
間
が
廃
止
さ
れ
、
上
菓
子
屋

以
外
の
菓
子
屋
も
加
入
し
て
加
入
菓
子
屋
が
五
0
0
軒
余
と
倍
増
し
た
菓
子

屋
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
い

る
。

虎
屋
は
こ
の
仲
間
に
は
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、
菓
子
屋
以
外
の
業
種
も
含
む
他
の
禁
裏
御
用
商
人
た
ち

と
有
慶
会
と
い
う
組
織
を
新
た
に
つ
く
っ
て
い
る

。

な
に
よ
り
も
ま
ず
御
所
御
用
の
継
続
こ
そ
を
第

一
に

考
え
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
、

遷
都
後
の
東
京
店
開
設
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く

。

決
断
と
実
行
力
で
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
と
い
う
日
本
の
歴
史
上
ま
れ
に
み
る
変
革
期
を
乗
り
越
え
、

虎
屋
の
現
在
の
碁
礎
を
つ
く
っ
た
人
物
と
い
え
よ
う
。

が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う

。

み
つ
ま
さ

十
二
代
光
正

十
二
代
黒
川
光
正
を
虎
屋
で
は
東
京
店
開
祖
と
呼
ん
で
い
る

。

江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

激
動
期
に
虎
屋
の
経
営

の
舵
取
り
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
が

、

明
治
以
降
の
事
跡
に
つ
い
て
は
第
2

部
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
の
事

跡
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

天
保
十
五
年
(

-
八
四
四
）
父
の
急
死
を
受
け
、
た
だ
ち
に
御
所
御
用
の
相
続
を
届
け
て
い
る

。

し
か
し
、
ま
だ
六

歳
と
幼
か
っ
た
た
め

、

店
を
継
い
だ
当
初
は
祖
母
等
の
後
見
を
受
け
て
の
名
目
的
な
店
主
で
あ

っ
た
が

、

慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
に
は
、
二
十
八
歳
で
近
江
大
橡
に
任
ぜ
ら
れ
名
実
と
も
に

虎
屋
の
店
主
と
な
っ
て
い
る

。

先
立
つ
嘉
水
七
年
(

-
八
五
四
）
四
月
六
日
、
仙
洞
御
所
か
ら
の
出
火
に
よ
り
禁
裏
御
所
や
女
御
御
所
は
も
と
よ
り
、

門
跡
や
公
家
屋
敷
は
じ
め
五
0
0
0

軒
に
及
ぶ
町
家
が
被
災
し
て
い
る

。

虎
届
も
類
焼
し
て
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い

る
。

し
か
し
、

早
く
も

翌
七
日
に
は
広
小
路
通
南
町
東
入
（
現
京
都
御
苑
内
か
）
へ
仮
設
の
御
用
場
を
設
け
た
旨

を
各

御
所
に
知
ら
せ
て
お
り

、

信
頼
に
応
え
る
た
め

、

一
日
も
休
む
こ
と
な
く
御
用
を
続
け
よ
う
と
す
る

虎
屋
の
意
気
込
み
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第 1 部 前近代の虎屋

回
因

近
江
大
橡

現
在
虎
屋
の
正
式
社
名
は
株
式
会
社
虎
届
で
あ
り
、
一
般
に
は

「と
ら
や

」
か
、
「
虎
屋
」
、あ
る
い
は

「虎
用
黒
川
」
と
称
し
て

い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は

「虎
屋
近
江
大
採

」
あ
る
い
は

「虎
屋

近
江
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
い
た

。

こ
く
し

奈
良
時
代
以
降
、
地
方
の
行
政

官
と
し
て
国
司
が
任
命
さ
れ
、

か
み

最
上
位
者
を
守
と
い
い
、
そ
の
下
位
者
と
し
て
〈
J
I、
橡
、
目
が
続

く
。

彼
ら
は
都
か
ら
各
国
へ
派
遣
さ
れ
、
大
勢
の
役
人
た
ち
を
指

揮
し
て
い
た

。

虎
屋
の
名
乗
っ
た
近
江
大
橡
と
は
、
近
江
国
（
現
滋
賀
県
）
の

第

二
位
の
役
人
に
あ
た
る

。

国
は
規
模
な
ど
に
よ
っ
て
上
国
、
大

国
、
中
国
、

下
国
に
分
か

れ
、
国
司
の
定
員
や
任
命
さ
れ
る
人
の

官
位
に
差
が
あ
っ
た

。

例
え
ば
同
じ
守
で
も
、
大
国
に
は
従
五
位

上
の
人
が
任
命
さ
れ
る
が
、
下
国
の
場
合
は
五
階
位
下
の
従
六
位

下
が
守
と
な
っ
て
い
る

。

近
江
の
国
は
大
国
な
の
で
、
大
橡
に
は

正
七
位
下
（
少
橡
は
従
七
位
上
）
が
任
命
さ
れ
、
下
国
の
守
と
の

差
二
階
位
で
あ
っ
た

。

そ
の
後
、
時
代
と
と
も
に
国
司
の
権
限
は
徐
々
に
縮
小
さ
れ
、

室
町
時
代
に
な
る
と
名
ば
か
り
の
存
在
と
な

っ
た
。

江
戸
時
代
に

も
大
名
な
ど
が
諸
国
の
守
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
名
目

だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た

。
一
方
、
橡
な
ど
の
国
司
に
は
御
所
に
勤

め
る
下
級
官
人
や
出
入
り
し
て
い
る
御
用
商
人
あ
る
い
は
芸
能
者

な
ど
が
名
営
職
的
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

。

名
営
職
と
い

っ

て
も
、
手
続
き
は
厳
格
で
、
こ
う
し
た
人
々
に
は
、
朝
廷
の
正
式

な
手
続
き
を
経
て
、
天
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
任
命
す
る
口
宣
案
と

い
う
公
式
文
書
が
与
え
ら
れ
て
い
る

。

江
戸
時
代
、
春
日
屋
山
城
の
よ
う
に
屋
号
の
後
に
国
名
を
名
乗

る
商
家
が
あ
り
、
正
式
な
受
領
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

。

こ

れ
は
宮
家
や
公
家
が
半
ば
公
的
に

与
え
る
称
号
で
あ
る
。
宮
家
や

公
家
な
ど
は
、
家
ご
と
に
、
特
定
の
業
種
や

芸
能
者
な
ど
に
称
号

を
与
え
る
権
利
を
持
っ
て
お
り
、
菓
子
屋
の
場
合
は
中
御
門
家
が

そ
の
権
利
を
有
し
て
い
た

。

ち
な
み
に
虎
屋
の
よ
う
に
正
式
な
手
続
き
を
経
て
、
口
宣
案
や

宣
旨
と
い
っ
た
朝
廷
の
文
書
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
受
領
は
、
宮

家
や
公
家
あ
る
い
は
門
跡
が
与
え
る
場
合
と
違
っ
て
い
た

。

虎
屋
が
受
領
名
を
は
じ
め
て
名
乗
っ
た
の
は
、

三
代
光
成
か
ら

で
、
そ
の
口
宣
案
も
残
さ
れ
て
い
る

。

虎
屋
が
受
領
名
を
名
乗
っ

た
こ
と
は
、
当
時
の
公
家
の
日
記
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
後
に
大

納
言
を
務
め
た
清
閑
寺
熙
房
の
日
記
に
、
明
暦

三
年

(
-
六
五
七
）

六
月
十
五
日
に

「第
子
師
藤
原
光
成
任
近
江
少
橡
職
事
頼
孝
」

と
あ
る

。

虎
屋
の
当
主
家
は
黒
川
姓
だ
が
、
氏
は
藤
原
で
あ
る
の

で
、
藤
原
光
成
と
い
う
の
は
、

三
代
店
主
黒
川
光
成
の
こ
と
で
あ

る
。

後
五
代
を
継
ぐ
光
冨
が
近
江
大
橡
を
継
い
だ
経
緯
に
つ
い
て

は
、
本
文
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
(
+
七
頁
参
照
）。

こ
の
近
江
大
橡
の
受
領
名
は
、
幕
末
の
十

二
代
光
正
ま
で
代
々

受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
以
降
は
名
乗
る
こ

と
を
禁
止
さ
れ
た

。

現
在
で
は
残
さ
れ
た
口
宣
案
が
近
江
大
採
に

任
じ
ら
れ
た
虎
屋
代
々
の
歴
史
と
由
緒
を
伝
え
て
い
る

。
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