
京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

河
角
直
美
・
宮
原
佑
成
・
加
藤
政
洋

１

は
じ
め
に

︵
一
︶
円
山
公
園
内
の
強
制
疎
開

八
坂
神
社
の
北
東
︑
円
山
公
園
内
の
北
側
に
︑﹁
京
名
物
い
も
ぼ
う
﹂
で
知
ら

れ
る
料
理
屋
の
平
野
家
本
家
が
あ
る
︒
も
と
も
と
は
︑
平
野
家
老
舗
︵
現
・
平
野

家
本
店
︶
の
﹁
西
店
﹂
と
し
て
昭
和
十
年
代
前
半
に
開
店
し
た
も
の
の
︵
図

１
︶(

)
︑
戦
時
下
︑﹁
八
坂
神
社
の
社
殿
に
近
い
と
い
う
の
で
早
く
に
強﹅

制﹅

疎﹅

開﹅

を

1

命
じ
ら
れ
︑
り
っ
ぱ
な
数
寄
屋
造
り
だ
っ
た
建
物

を
と
り
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
﹂
た(

)
︒

2

こ
こ
で
い
う
﹁
強
制
疎
開
﹂
と
は
︑
空
襲
に

よ
っ
て
発
生
す
る
火
災
の
延
焼
を
防
ぐ
べ
く
︑
計

画
的
に
特
定
区
域
の
建
築
物
を
除
去
し
︑
空
地
を

用
意
し
た
事
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
一
般
的
に
は

﹁
建
物
疎
開
﹂
と
称
さ
れ
る
も
の
の
︑
有
無
を
言

わ
さ
ず
立
ち
退
か
さ
れ
た
こ
と
か
ら
か
︑
京
都
で

は
﹁
強
制
疎
開
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
︒
次
章
で

概
観
す
る
が
︑
京
都
市
内
だ
け
で
少
な
く
と
も
一

万
三
千
戸
が(

)
︑
ま
た
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
二
万

3

戸
が
取
り
除
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

昭
和
三
十
二
︵
一
九
五
七
︶
年
︑
現
在
の
平
野

家
本
家
は
﹁
公
園
内
で
風
致
上
む
ず
か
し
い
規
制
﹂
が
あ
る
な
か
で
︑﹁
塀
ば
か

り
﹂
の
残
る
も
と
の
敷
地
に
建
物
を
再
建
し
︑﹁
平
野
家
茶
寮
﹂
と
し
て
営
業
を

再
開(

)
︑
の
ち
に
﹁
平
野
家
西
店
﹂
に
も
ど
る
︵
図
２
︶︒
建
物
疎
開
に
よ
っ
て
う

4

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜
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図１ 《�園円山》の平野家三店

出典：鴨川踊事務所『鴨川をどり』

鴨川をどり事務所、1941年｡

図２ 平野家のパンフレット

(筆者所蔵)



み
だ
さ
れ
た
空
地
の
ほ
と
ん
ど
が
道
路
や
公
園
な
ど
の
公
共
性
の
高
い
空
間
に
転

用
さ
れ
た
な
か
で
︑
そ
も
そ
も
が
公
園
内
に
立
地
し
て
い
た
と
い
う
例
外
的
な
状

況
に
と
も
な
う
困
難
は
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
平
野
家
西
店
の
再
開
は
稀
有
な
事
例
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

で
は
︑
強
制
疎
開
に
あ
っ
た
そ
の
他
多
く
の
店
舗
は
︑
戦
後
︑
平
野
家
西
店
の

よ
う
に
営
業
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
研
究
は
︑
河
原
町

通
以
東
の
四
条
通
周
辺
に
散
点
す
る
疎
開
対
象
地
区
に
お
い
て
︑
建
物
が
強
制
的

に
除
去
さ
れ
た
た
め
に
立
ち
退
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
飲
食
店
に
着
目
し
︑
そ
の

料
理
屋
文
化
の
系
譜
を
追
跡
す
る
も
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶
本
研
究
の
位
置
づ
け

京
都
に
お
け
る
強
制
疎
開
に
つ
い
て
は
︑
市
街
地
の
一
部
し
か
戦
災
に
あ
わ
な

か
っ
た
た
め
に
︑
そ
の
﹁
作
業
の
全
貌
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
も
の
の(

)
︑
い
ま
だ
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
と
は
い
え
︑
京
都

5

の
市
街
地
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
刻
み
込
ま
れ
た
戦
争
の
痕
跡
と
記
憶
︑
さ
ら
に
は

諸
史
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑﹁
戦
災
都
市
と
し
て
の
京
都
﹂
を
描
き
出
す

中
西
宏
次
﹃
戦
争
の
な
か
の
京
都
﹄
で
は
︑
ひ
と
つ
の
章
を
設
け
て
強
制
疎
開
の

概
要
が
整
理
さ
れ
た(

)
︒

6

ま
た
︑
川
口
朋
子
は
強
制
疎
開
の
計
画
策
定
か
ら
執
行
ま
で
の
経
過
を
整
理

し
︑
神
戸
や
大
阪
と
い
っ
た
近
隣
大
都
市
の
空
襲
被
害
か
ら
惹
起
さ
れ
る
﹁
切
迫

感
﹂
に
よ
っ
て
︑
大
規
模
な
強
制
執
行
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た(

)
︒
さ
ら
に
川
口
は
︑
一
連
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
﹃
建
物
疎
開
と
都
市
防

7空
﹄
の
な
か
で
︑
五
条
坂
の
強
制
疎
開
を
事
例
と
し
て
︑
立
ち
退
き
に
あ
っ
た
住

民
へ
の
影
響
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
喪
失
に
と
も
な
う
生
活
上
の
弊
害
︑
な
ら
び
に

京
都
固
有
の
空
間
形
態
で
あ
る
両
側
町
の
分
断
と
い
う
︑
社
会
的
・
空
間
的
な
側

面
を
聞
き
取
り
調
査
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る(

)
︒
く
わ
え
て
︑
京
都
府
作
成
の
﹃
移

8

転
調
書
﹄
を
も
ち
い
て
︑
御
池
通
・
堀
川
通
な
ど
か
ら
立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
住
民
の
転
居
先
を
分
析
し
︑
猶
予
期
間
の
短
さ
と
混
乱
の
な
か
で
︑
多
く
の

住
民
が
近
距
離
に
移
動
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

同
じ
く
藏
田
典
子
も
︑
行
政
文
書
で
あ
る
﹃
都
市
疎
開
ニ
依
ル
移
転
費
交
付
申

請
書
﹄
や
聞
き
取
り
調
査
を
通
じ
て
︑
世
帯
特
性
と
移
転
先
の
関
係
性
を
分
析
す

る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
家
族
関
係
や
職
業
関
係
な
ど
の
血
縁
・
地
縁
が
移
転
先
を

決
定
す
る
要
因
と
な
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ
ら
を
有
さ
な
い
社
会
的
弱
者
は
主
と
し

て
市
外
へ
移
転
し
た
こ
と
を
解
明
し
た(

)
︒

9

本
研
究
は
︑
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
︑
ま
っ
た
く
別
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
と
る
︒
わ
た
し
た
ち
筆
者
は
︑
近
現
代
京
都
の
フ
ー
ド
ス
ケ
ー
プ
を

論
じ
る
べ
く
︑
諸
種
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
収
集
す
る
な
か
で
︑
特
定
の
著
者
た
ち

が
店
の
来
歴
を
紹
介
す
る
際
に
﹁
建
物
疎
開
﹂
な
い
し
﹁
強
制
疎
開
﹂
へ
言
及
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
シ
リ
ー
ズ
を

著
わ
し
た
臼
井
喜
之
介
︵
う
す
い
・
き
の
す
け

1913-1974︶(

)
︑
同
じ
く
﹃
京
都
味

10

し
る
べ
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
國
分
綾
子
︵
こ
く
ぶ
・
あ
や
こ

1910-2007︶
で
あ
る(

)
︒
い

11

ず
れ
も
わ
ず
か
な
記
述
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
︑
河

原
町
通
以
東
の
主
と
し
て
四
条
通
に
面
し
た
複
数
の
料
理
屋
が
強
制
疎
開
に
あ

い
︑
戦
後
︑
紆
余
曲
折
を
経
て
再
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
商
業
空
間
の
断

片
的
破
壊
に
よ
っ
て
︑
い
っ
た
ん
は
閉
業
な
い
し
移
転
を
強
い
ら
れ
た
店
舗
が
︑

戦
前
の
料
理
屋
文
化
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
︒

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
﹁
建
物
疎
開
﹂
と
﹁
料
理
屋
文
化
﹂
の
組
み
合
わ
せ

は
︑
い
さ
さ
か
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
疎
開
に

よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
︵
一
時
的
な
︶
閉
業
と
移
動
は
︑
料
理
屋
と
そ
の
料
理
︱
︱

こ
れ
ら
の
総
体
を
本
稿
で
は
﹁
料
理
屋
文
化
﹂
と
呼
ぶ
︱
︱
に
多
大
な
影
響
を
お

よ
ぼ
し
︑
戦
後
︑
と
き
に
不
思
議
な
節
合
を
も
引
き
起
こ
し
な
が
ら
︑
結
果
と
し

て
新
し
い
︿
食
味
風
景

フ
ー
ド
ス
ケ
ー
プ

﹀
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

二
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本
稿
で
は
い
く
つ
か
の
事
例
を
通
じ
て
︑
料
理
屋
文
化
の
系
譜
を
探
求
し
て
み

た
い
︒
ま
ず
︑
第
２
章
で
は
対
象
地
区
の
全
体
を
概
観
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
疎
開
区
域
の
概
況
と
︑
そ
こ
に
立
地
し
た
料
理
屋
を
特
定
す
る
︒
次
い
で
第
３

章
で
は
︑
立
ち
退
き
に
あ
っ
た
料
理
屋
の
再
開
と
そ
の
立
地
を
跡
づ
け
る
︒
最
後

に
第
４
章
で
は
︑
洋
食
と
長
崎
料
理
の
系
譜
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
仮
説
を
提
示

し
︑
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

２

四
条
通
の
強
制
疎
開

︵
一
︶
対
象
地
区
の
概
観

京
都
に
お
け
る
強
制
疎
開
は
︑
都
市
防
空
事
業
と
し
て
︑
昭
和
十
九
︵
一
九
四

四
︶
年
七
月
の
第
一
次
疎
開
に
は
じ
ま
る
︒
昭
和
二
十
年
七
月
開
始
の
第
四
次
疎

開
ま
で
︵
終
戦
に
と
も
な
い
打
ち
切
り
︶
︑
四
回
に
わ
た
る
強
制
疎
開
が
展
開
さ
れ
︑

一
説
に
よ
る
と
二
万
戸
に
も
及
ぶ
建
物
が
除
去
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
が
︑
そ
の
正

確
な
数
と
対
象
と
な
っ
た
家
屋
や
区
域
の
選
定
過
程
は
︑
依
然
と
し
て
判
明
し
て

い
な
い
︒

本
稿
で
対
象
と
す
る
河
原
町
通
︱
八
坂
神
社
間
の
四
条
通
に
お
い
て
は
︑
弥
栄

小
学
校
の
周
囲
︑
花
見
小
路
北
側
︑
南
座
の
周
囲
と
通
称
︽
南
座
前
︾︑
さ
ら
に

は
四
条
小
橋
の
北
と
南
と
い
う
計
六
か
所
の
疎
開
地
区
が
分
布
し
て
い
る
︒﹁
米

軍
空
中
写
真
﹂
︵
一
九
四
六
年
撮
影
︑
一
万
分
の
一
︶
か
ら
順
に
判
別
す
る
と
︵
図

３
︶︑
ま
ず
四
条
通
東
端
の
弥
栄
小
学
校
周
辺
に
︑
は
っ
き
り
と
し
た
痕
跡
が
残

る
︒
国
民
学
校
︵
当
時
︶
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
︑
校
舎
を
取
り
囲
む
建

物
が
除
去
さ
れ
た
︒
第
四
次
疎
開
は
︑
空
襲
対
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た
第
三
次
疎

開
ま
で
の
大
規
模
な
撤
去
と
は
異
な
り
︑
重
要
な
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
小
規
模

に
実
施
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
第
四
次
は
︑
建
物
密
集
地
に
お
い
て
一
定
の
間
隔
を

お
い
た
小
規
模
な
﹁
間
引
疎
開
﹂
で
も
あ
っ
た
た
め
︑︽
ø
園
町
︾
の
よ
う
に
店

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

三
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図３ 河原町通-八坂神社間の疎開地区

(「空中写真」米軍撮影、USA R275-A-7 103・104、1946年より)



舗
が
密
集
し
た
地
区
に
お
い
て
も
︑
部
分
的
な
除
去
に
と
ど
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

次
い
で
︑
花
見
小
路
の
北
で
あ
る
︒
ø
園
町
南
側
の
軸
線
で
あ
る
花
見
小
路

は
︑
四
条
通
を
境
に
北
で
は
や
や
東
に
ず
れ
て
︑
疎
開
に
と
も
な
う
路
幅
の
拡
大

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
米
軍
空
中
写
真
か
ら
は
︑
か
ろ
う
じ
て
疎
開
前
の

道
筋
も
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
︒
四
条
通
に
面
し
た
疎
開
区
域
の
南
端
で
西
側

が
間
口
二
軒
分
ひ
ろ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
た
い
︒

そ
し
て
︑
南
座
の
四
条
通
を
は
さ
ん
だ
北
側
で
あ
る
︒
当
時
︑︽
南
座
前
︾
と

俗
称
さ
れ
た
こ
の
一
帯
は
︑
現
在
︑
京
阪
電
鉄
・
ø
園
四
条
駅
の
ロ
ー
タ
リ
ー
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
は
︑﹁
疎
開
小
空
地
﹂
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
︑

戦
時
下
に
お
け
る
重
要
施
設
で
あ
っ
た
京
阪
四
条
駅
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
目
的
で
疎

開
が
実
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
南
座
の
周
囲
で
も
部
分
的
に
実
施

さ
れ
て
い
る
が
︑
南
東
の
一
部
し
か
判
別
が
つ
か
な
い
︒

最
後
に
高
瀬
川
に
か
か
る
四
条
小
橋
周
辺
で
あ
る
︒
戦
後
に
発
行
さ
れ
た
﹁
疎

開
跡
地
利
用
計
画
図
﹂
で
は(

)
︑
四
条
通
を
は
さ
ん
で
木
屋
町
通
の
北
南
に
︑
同
じ

12

く
高
瀬
川
右
岸
で
も
四
条
通
を
は
さ
ん
で
北
南
の
道
路
の
両
側
に
着
色
さ
れ
て
い

る
が
︑﹁
空
中
写
真
﹂
で
は
高
瀬
川
右
岸
の
北
南
し
か
確
認
で
き
な
い
︒

︵
二
︶
疎
開
区
域
と
料
理
屋

弥
栄
小
学
校
周
辺

図
４
は
︑
強
制
疎
開
の
対
象
と
な
っ
た
建
物
の
痕
跡
を
︑﹁
米
軍
空
中
写
真
﹂

︵
一
九
四
六
年
撮
影
︑
一
万
分
の
一
︶
な
ら
び
に
﹃
京
都
市
明
細
図
﹄
の
描
画
を
も

と
に
復
原
し
た
も
の
で
あ
る
︒

《石
段
下
︾
に
立
地
し
た
弥
栄
小
学
校
︵
弥
栄
中
学
校
︶
周
辺
の
疎
開
区
域
は
︑

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
校
舎
を
取
り
囲
む
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
︑
北
側
の
四
条

通
に
面
し
た
家
屋
群
︑
校
舎
西
側
の
数
軒
︑
校
舎
東
側
の
東
大
路
に
面
し
た
家
屋

群
が
対
象
と
な
っ
た
︒
正
確
な
軒
数
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
︑
二
十
軒
以
上

の
建
物
が
強
制
的
に
撤
去
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
四
条
通
の
南
面
に
位
置
し
︑
吉

田
初
三
郎
の
描
い
た
鳥
瞰
図
で
﹁
近
世
仏
蘭
西
型
の
瀟
洒
な
建
物
﹂
と
紹
介
さ
れ

た(

)
︑
平
野
家
別
館
︵
平
野
家
食
堂
︶
の
白
い
堅
牢
な
建
物
だ
け
が
残
る
︵
図
５
︶︒

13

こ
の
区
域
に
は
︑
と
も
に
﹁
鳥
の
水
だ
き
﹂
で
知
ら
れ
る
鳥
岩
楼
と
新
三
浦
と

が
立
地
し
て
い
た
︒
鳥
岩
楼
は
︑
平
野
家
か
ら
西
に
四
軒
目
に
位
置
し
︑
そ
の
ひ

と
つ
西
隣
の
建
物
ま
で
除
去
さ
れ
た
︒
同
じ
く
︑
弥
栄
小
学
校
の
南
西
に
位
置

し
︑
校
庭
に
面
し
た
新
三
浦
も
︑
強
制
疎
開
の
対
象
と
な
っ
た
︒

花
見
小
路
北
側

現
在
の
花
見
小
路
は
︑
ø
園
新
地
甲
部
の
歌
舞
練
場
か
ら
三
条
通
に
い
た
る
街

路
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
さ
き
に
概
観
し
た
よ
う
に
︑
四
条
通
以
北
は
強
制 四
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図４ 弥栄小学校周辺の強制疎開

(「空中写真」米軍撮影、USA R275-A-7 103、1946年、

『京都市明細図』（長谷川家住宅所蔵）より作成）)



疎
開
後
の
道
路
整
備
に
よ
っ

て
成
立
し
た
︒
明
治
前
期
に

建
仁
寺
の
境
内
を
上
知
し
︑

お
茶
屋
﹁
一
力
﹂
︵
万
亭
︶

の
西
側
か
ら
南
に
開
通
し
た

道
路
が
花
見
小
路
の
そ
も
そ

も
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
︑
四

条
通
以
北
に
は
す
こ
し
東
の

細
い
小
路
し
か
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
︒
こ
の
小
路
を
拡

幅
し
︑
富
永
町
通
か
ら
新
橋

通
間
の
既
存
の
街
路
に
接
続
し
つ
つ
︑
そ
の
延
長
線
上
の
家
屋
群
を
撤
去
す
る
こ

と
で
︑
四
条
-三
条
間
を
直
線
的
に
結
ぶ
空
地
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
時
︑
花
見
小
路
の
突
き
当
た
り
に
位
置
し
た
四
条
通
北
側
の
家
並
で
は
︑

小
路
の
西
側
に
面
し
た
六
軒
前
後
と
︑
さ
ら
に
そ
の
西
側
の
三
軒
と
が
取
り
壊
さ

れ
た
よ
う
だ
︒
ø
園
町
南
側
の
花
見
小
路
の
路
幅
を
考
慮
し
︑
北
側
へ
の
延
長
を

ス
ム
ー
ズ
に
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

結
果
と
し
て
︑
四
条
通
北
側
の
突
き
当
た
り
付
近
で
は
︑
西
側
の
間
口
二
軒
分

ま
で
も
が
疎
開
の
対
象
と
な
っ
た
︵
図
６
︶︒
こ
の
区
画
に
店
を
構
え
て
い
た
の

が
︑
当
時
は
お
茶
漬
屋
と
し
て
知
ら
れ
た
﹁
十
二
段
家
﹂
で
あ
る
︒

南
座
周
辺

四
条
大
橋
の
東
詰
に
立
地
す
る
南
座
︑
そ
の
南
座
と
対
面
す
る
洋
食
店
の
菊
水

周
辺
で
は
︑
図
７
の
よ
う
に
強
制
疎
開
が
行
な
わ
れ
た
︒
菊
水
の
北
側
か
ら
東
側

に
か
け
て
は
跡
形
も
な
く
取
り
払
わ
れ
て
︑
結
果
と
し
て
︑
大
正
十
五
︵
一
九
二

六
︶
年
建
築
の
五
階
建
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
菊
水
だ
け
が
屹
立
す
る
︒
こ

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

五
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図５ 平野家食堂（のちの太平楽）の外観

出典は注13を参照｡

図６ 花見小路北側の強制疎開

(「空中写真」米軍撮影、USA R275-A-7 103、1946年､

『京都市明細図』（長谷川家住宅所蔵）より作成）)

図７ 南座周辺の強制疎開

(「空中写真」米軍撮影、USA R275-A-7 103、1946年､

『京都市明細図』（長谷川家住宅所蔵）より作成）)



の
空
地
の
確
保
は
︑
京
阪
電
気
鉄
道
四
条
駅
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
目
的
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

同
じ
く
昭
和
四
︵
一
九
二
九
︶
年
建
築
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
堅
牢
な
南

座
周
辺
で
は
︑
建
物
の
北
西
に
位
置
し
︑
四
条
通
に
面
し
た
﹁
に
し
ん
蕎
麦
﹂
の

発
明
で
知
ら
れ
る
﹁
松
葉
﹂︑
そ
し
て
隣
り
合
う
﹁
ø
園
饅
頭
﹂
と
が
南
座
保
全

の
た
め
に
取
り
除
か
れ
た
︒
弥
栄
小
学
校
周
辺
で
は
︑
校
舎
を
取
り
囲
む
一
帯
が

疎
開
区
域
と
な
っ
た
も
の
の
︑
こ
こ
南
座
の
場
合
は
︑
そ
の
巨
大
な
建
物
の
北
西

に
立
地
す
る
上
記
二
軒
と
︑
南
東
の
家
屋
だ
け
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
︵
後
者
は

図
示
し
て
い
な
い
︶
︒
不
思
議
な
こ
と
に
︑
南
座
以
東
︑
大
和
大
路
ま
で
の
路
面
店

は
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
こ
と
が
松
葉
の
再
建
と
も
深
く
関
わ
る
こ
と
に

な
る
︒

四
条
小
橋
周
辺

高
瀬
川
に
か
か
る
四
条
小
橋
周
辺
に
も
︑
強
制
疎
開
の
跡
を
二
か
所
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
︵
図
８
︶︒
四
条
小
橋
西
詰
の
北
側
で
は
︑
高
瀬
川
と
並
行
す

る
街
路
︵
西
木
屋
町
通
︶
に
面
し
た
建
物
が
取
り
除
か
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は

﹁
カ
フ
エ
ー
お
ら
ん
だ
﹂
が
立
地
し
て
い
た(

)
︒
四
条
通
に
面
し
た
建
物
だ
け
は
︑

14

な
ぜ
か
除
去
さ
れ
て
い
な
い
︒
戦
後
︑
高
瀬
川
沿
い
の
空
地
に
建
物
が
建
つ
こ
と

は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
西
側
で
は
昭
和
二
十
三
︵
一
九
四
八
︶
年
に
喫
茶
ソ
ワ
レ

が
開
店
す
る
な
ど
︑
再
び
商
業
的
な
土
地
利
用
に
転
換
さ
れ
て
い
る
︒

四
条
通
よ
り
南
で
も
︑
高
瀬
川
に
沿
っ
た
西
木
屋
町
通
に
面
す
る
両
側
町
の
北

部
が
撤
去
さ
れ
た
︒
従
前
の
建
物
数
は
︑
お
そ
ら
く
十
軒
を
超
え
た
で
あ
ろ
う
︒

昭
和
九
︵
一
九
三
四
︶
年
創
業
の
フ
ラ
ン
ソ
ア
喫
茶
室
は
疎
開
を
免
れ
て
︑
現
在

も
変
わ
ら
ず
同
じ
場
所
で
営
業
し
て
い
る
︒

３

移
転
と
営
業
再
開

︵
一
︶
西
陣
の
鳥
岩
楼

前
章
で
整
理
し
た
よ
う
に
︑
弥
栄
小
学
校
周
辺
で
は
︑
当
時
の
︽
ø
園
町
︾
を

代
表
す
る
料
理
屋
で
あ
っ
た
鳥
岩
楼
と
新
三
浦
と
が
︑
強
制
疎
開
に
と
も
な
う
立

ち
退
き
に
あ
っ
た
︒
ま
ず
︑
鳥
岩
楼
か
ら
み
る
と
︑
昭
和
十
一
︵
一
九
三
六
︶
年

の
広
告
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︵
図
９
︶
︑
当
時
は
︽
西
石
垣
︾
の
北
店
・
南
店
︑

︽
石
段
下
︾
の
ø
園
店
︑
そ
し
て
円
山
公
園
︽
北
林
︾
の
円
山
店
と
に
展
開
す
る

﹁
水
だ
き
﹂
と
鳥
料
理
の
専
門
店
で
あ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
鳥
岩
楼
は
︑
明
治
末
期
に
︽
新
京
極
︾
で
鶏
肉
料
理
店
﹁
鳥
岩
﹂
と

し
て
開
業
し
た
よ
う
だ
︒
鶏
肉
の
小
売
り
を
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
の

後
︑
鶏
肉
小
売
・
卸
売
業
の
﹁
鳥
岩
﹂
と
︑
鶏
肉
料
理
屋
と
し
て
の
﹁
鳥
岩
楼
﹂

に
分
化
し
て
い
っ
た
︒
二
つ
の
事
業
は
ど
ち
ら
も
盛
業
し
た
よ
う
で
︑
市
内
各
所 六
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図８ 四条小橋周辺の強制疎開

(「空中写真」米軍撮影、USA R275-A-7 103、1946年､

『京都市明細図』（長谷川家住宅所蔵）より作成）)



に
支
店
を
展
開
し
て
い
く
過

程
が
︑﹃
京
都
商
工
人
名
録
﹄

や
﹃
京
都
電
話
番
号
簿
﹄
な

ど
か
ら
確
認
さ
れ
る
︒
な

お
︑
鶏
肉
問
屋
で
あ
る
﹁
鳥

岩
﹂
は
︽
錦
市
場
︾
に
本
店

を
構
え
︑﹁
鳥
岩
本
店
﹂
と

し
て
一
九
九
〇
年
代
ま
で
営

業
し
て
い
た
︒

各
種
資
料
か
ら
判
断
す
る

に
︑
鳥
岩
楼
が
︽
石
段
下
︾

へ
進
出
し
た
の
は
大
正
初

期
︑
同
じ
く
円
山
公
園
の
︽
北
林
︾
へ
は
大
正
後
期
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
昭
和
に

入
る
と
︽
西
石
垣
︾
の
北
店
・
南
店
が
開
業
す
る
︒
そ
の
後
︑︽
西
石
垣
︾
の
南

店
は
昭
和
十
三
︵
一
九
三
八
︶
年
に
﹁
銀
水
﹂
と
い
う
料
理
屋
に
か
わ
っ
た
こ
と

で
︑
円
山
公
園
の
︽
北
林
︾︑
ø
園
の
︽
石
段
下
︾︑
そ
し
て
︽
西
石
垣
︾
の
三
店

体
制
と
な
っ
た
︒

戦
後
︑
臼
井
喜
之
介
は
鳥
岩
楼
を
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
︒

こ
こ
は
︑
円
山
や
西
石
垣
に
あ
る
鳥
岩
と
同
じ
く
︑
鶏
の
水
煮
き
の
老
舗
︑

先
代
よ
り
数
え
る
と
︑
も
う
九
十
年
ぐ
ら
い
の
歴
史
が
あ
る
︒
も
と
は
︑
ø

園
石
段
下
西
入
に
あ
っ
た
が
︑
戦
時
中
に
疎
開
の
た
め
︑
昭
和
二
十
年
に
こ﹅

こ﹅

に
移
っ
て
き
た
︒(

)
15

文
中
末
尾
の
﹁
こ
こ
﹂
と
は
︑
五
辻
通
智
恵
光
院
西
入
ル
で
あ
る
︒︽
石
段
下
︾

の
鳥
岩
楼
は
︑
強
制
疎
開
後
︑
西
陣
へ
と
移
転
し
て
い
た
の
だ
︒

國
分
綾
子
も
ま
た
︑
次
の
よ
う
に
語
る
︒

水
だ
き
の
鳥
岩
楼
と
い
う
と
円
山
︑
西
石
垣
な
ど
に
も
あ
り
い
ず
れ
も
か
か

わ
り
が
あ
る
家
だ
が
︑
西
陣
の
鳥
岩
楼
は
も
と
ø
園
石
段
下
西
入
ル
南
側
に

あ
っ
た
︒
戦﹅

時﹅

中﹅

に﹅

強﹅

制﹅

疎﹅

開﹅

に﹅

あ﹅

っ﹅

て﹅

今﹅

の﹅

と﹅

こ﹅

ろ﹅

に﹅

移﹅

っ﹅

た﹅

わ
け
だ

が
︑
創
業
は
明
治
の
中
ご
ろ
︑
ø﹅

園﹅

に﹅

い﹅

た﹅

と﹅

き﹅

の﹅

風﹅

格﹅

の﹅

残﹅

る﹅

看﹅

板﹅

を﹅

か﹅

か﹅

げ﹅

︑
奥
が
広
い
建
物
で
入
り
組
ん
だ
小
さ
い
座
敷
や
ち
ょ
っ
と
固
ま
っ
た

人
数
で
会
食
の
で
き
る
座
敷
も
あ
る
︒(

)
16

両
者
と
も
に
︑︽
円
山
︾
と
︽
西
石
垣
︾
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
前
者
に
つ
い
て

正
確
に
い
う
な
ら
ば
円
山
公
園
内
の
︽
北
林
︾
で
あ
る
︒
そ
こ
は
︑
平
野
家
西
店

と
目
と
鼻
の
間
に
あ
っ
た
︒

そ
の
後
︑︽
西
石
垣
︾
の
店
舗
は
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
︑
同
じ
く
︽
北
林
︾

の
そ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
閉
店
し
た
た
め
︑
昭
和
期
を
つ
う
じ
て
盛
業
し

た
鳥
岩
楼
は
︑
西
陣
の
一
店

を
残
す
の
み
と
な
っ
た
︒
同

店
の
広
告
に
︑
わ
ざ
わ
ざ

﹁
元
祇
園
﹂
と
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
︵
図

︶︑
疎
開

10

を
強
制
さ
れ
た
事
実
を
如
実

に
物
語
る
︒
そ
し
て
︑﹁
ø

園
に
い
た
と
き
の
風
格
の
残

る
看
板
﹂
は
い
ま
も
掲
げ
ら

れ
て
い
る
︵
図

︶︒

11

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

七
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図９ 鳥岩楼の広告

出典：『�園会ねり物復興記念帖』（1936年)

図10 鳥岩楼（西陣）の広告

出典：『北野おどり』（1952年)



︵
二
︶
回
帰
し
た
新
三
浦

博
多
発
祥
の
水
だ
き
料
理
の
老
舗
﹁
新
三
浦
﹂
が
京
都
に
進
出
し
て
き
た
の

は
︑
大
正
四
︵
一
九
一
三
︶
年
の
こ
と
で
あ
っ
た(

)
︒︽
ø
園
町
︾
に
﹁
新
三
浦
花
見

17

小
路
支
店
﹂
を
お
い
た
の
は
︑
十
年
後
の
大
正
十
四
年
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
縁
戚

関
係
内
に
お
け
る
経
営
者
の
異
動
や
京
都
本
店
の
移
転
も
み
ら
れ
た
が
︑
花
見
小

路
の
店
舗
立
地
に
変
化
は
な
か
っ
た
︒

｢水
たマ

マ

き
の
味
を
覚
え
た
の
は
︑
学
生
時
代
の
昔
の
こ
と
だ
が
︑
覚
え
た
場
所

が
︑
ø
園
の
﹁
新
三
浦
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
今
も
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
﹂
と
い

う
演
劇
評
論
家
の
井
上
甚
之
介
︵
い
の
う
え
・
じ
ん
の
す
け

1905-1973
︶
は
︑
強
制

疎
開
に
と
も
な
う
一
連
の
立
地
変
化
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
︒

そ
の
﹁
新
三
浦
﹂
は
︑
花
見
小
路
の
四
条
か
ら
二
筋
目
を
東
へ
は
い
っ
た
と

こ
ろ
の
北
側
に
あ
る
︒
戦
後
し
ば
ら
く
花
見
小
路
通
りマ

マ

で
︑
仮
の
店
を
出
し

て
い
た
の
が
︑
や
っ
と
元
の
古
巣
に
も
ど
っ
て
︑
落
ち
着
き
を
取
り
も
ど
し

た
感
じ
で
あ
る
︒
花
見
小
路
通
りマ

マ

に
あ
っ
た
と
き
は
︑
場
所
が
よ
す
ぎ
て
か

え
っ
て
は
い
り
に
く
か
っ
た
の
が
︑
元
の
横
丁
へ
引
っ
込
ん
で
親
し
み
や
す

く
な
っ
た
︒
小
路
一
つ
隔
て
た
東
隣
は
︑
弥
栄
中
学
校
に
な
っ
て
い
る
が
こ

れ
は
昔
は
弥
栄
小
学
校
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
東
の
二
階
座
敷
の
窓
か
ら
は
︑
校

庭
が
ひ
と
目
に
見
お
ろ
せ
て
︑
夏
な
ど
は
︑
白
く
乾
い
た
埃
ッ
ぽ
い
そ
の
校

庭
が
︑
太
陽
の
光
で
ギ
ラ
ギ
ラ
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
し
か
し
そ

の
二
階
座
敷
の
あ
っ
た
建
物
も
︑
戦﹅

時﹅

中﹅

の﹅

疎﹅

開﹅

で﹅

こ﹅

わ﹅

さ﹅

れ﹅

︑
校
庭
の
見

え
る
景
色
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒(

)
18

店
舗
広
告
で
は
︑
き
ま
っ
て
﹁
ø
園
花
見
小
路
﹂
と
表
記
さ
れ
た
も
の
の
︑
ø

園
町
南
側
に
あ
っ
て
表
通
り
た
る
花
見
小
路
か
ら
は
︑
少
し
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に

位
置
し
た
︒
井
上
い
わ
く
︑
こ
の
距
離
感
が
店
に
落
ち
着
き
を
も
た
ら
し
て
い
た 八
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の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
疎
開
に
よ
る
立
ち
退
き
に
と
も
な
い
︑
戦
後
は
一
時
的

に
花
見
小
路
で
の
営
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
︒

昭
和
三
十
一
︵
一
九
五
六
︶
年
の
住
宅
地
図
に
新
三
浦
は
な
く
︑
昭
和
三
十
四

年
に
は
元
の
敷
地
に
隣
接
す
る
西
側
の
建
物
を
も
ふ
く
め
て
﹁
料
理

新
三
浦
﹂

と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
間
に
空
地
と
な
っ
て
い
た
敷
地
に
新
た
な
建

物
を
増
築
し
︑
営
業
を
再
開
し
た
の
だ
ろ
う
︒
東
側
に
見
通
し
の
き
く
窓
が
付
け

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
か
︑﹁
校
庭
の
見
え
る
景
色
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
の

だ
っ
た
︒

コ
ロ
ナ
禍
に
み
ま
わ
れ
た
令
和
三
︵
二
〇
二
〇
︶
年
︑
こ
の
建
物
は
跡
形
も
な

く
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
現
在
︑︽
上
木
屋
町
︾
で
営
業
を
つ
づ
け
る
新
三

浦
に
︑
博
多
由
来
の
水
だ
き
の
味
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒

︵
三
︶
﹁
元
祖
御
茶
漬
﹂
と
﹁
牛
肉
の
水
だ
き
﹂
の
十
二
段
家

牛
肉
の
鍋
で
は
︑
ま
だ
変
つ
た
の
が
あ
つ
た
︒
終
戦
後
間
も
な
く
の
頃
︑

と
言
つ
た
ら
︑
ま
だ
食
ひ
も
の
ゝ
乏
し
い
頃
の
こ
と
で
あ
る
︒
京
都
へ
興
行

に
行
つ
た
時
︑
谷
崎
潤
一
郎
先
生
に
連
れ
て
行
つ
て
い
た
ゞ
い
た
十
二
段
家

の
鍋
だ
︒
終
戦
直
後
の
こ
と
で
︑
ま
だ
自
動
車
も
乏
し
く
︑
南
座
か
ら
そ
こ

迄
︑
人
力
車
で
行
つ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
︒

十
二
段
家
と
言
つ
て
も
︑
昔
の
︑
幕
の
内
だ
の
何
か
食
は
せ
る
十
二
段
家

で
は
な
く
︑
今
の
は
︑
ø
園
花
見
小
路
に
あ
つ
て
︑
洋
食
屋
だ
︒
谷
崎
先
生

に
︑
そ
の
十
二
段
家
の
︑
独
特
の
牛
肉
鍋
を
御
馳
走
に
な
つ
た
︒
牛
肉
鍋
と

言
つ
て
も
︑
こ
ゝ
の
は
頗
る
変
つ
て
ゐ
る
︒
火
鍋
子

ホ
ー
コ
ー
ツ

が
出
て
︑
そ
の
中
へ
自

分
で
︑
ナ
マ
を
入
れ
て
茹
で
ゝ
︵
と
い
ふ
の
は
︑
火
鍋
子
の
中
の
汁
に
は
味
が

附
い
て
ゐ
な
い
︒︶
適
当
な
と
こ
ろ
で
引
き
揚
げ
て
︑
一
種
の
味
噌
の
如
き
も

の
︵
こ
れ
に
秘
伝
が
あ
る
の
だ
ら
う
︶
を
附
け
て
食
ふ
の
で
あ
つ
た
︒
ベ
ト

〳
〵
と
し
た
味
噌
の
如
き
も
の
に
は
︑
胡
麻
の
に
ほ
い
が
し
た
や
う
な
気
が

す
る
︒(

)
19

こ
れ
は
︑
喜
劇
役
者
の
古
川
緑
波
︵
ふ
る
か
わ
・
ろ
っ
ぱ

1903-1961︶
が
回
顧

し
た
︑
戦
後
す
ぐ
の
十
二
段
家
の
食
景
で
あ
る
︒
現
在
︑
ロ
ッ
パ
い
う
と
こ
ろ
の

﹁
牛
肉
鍋
﹂
が
別
の
名
称
で
定
着
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
す
ぐ
に
察
し
が
つ
く
も

の
の
︑﹁
昔
の
⁝
︹
略
︺
⁝
十
二
段
家
で
は
な
﹂
い
と
い
う
点
は
︑
説
明
を
要
す

る
で
あ
ろ
う
︒

｢十
二
段
家
と
い
う
と
︑
多
く
の
人
々
は
︑
昔
の
四
条
通
に
あ
っ
た
有
名
な
お

茶
漬
の
店
を
思
い
出
す
﹂
が
︑
す
で
に
み
た
と
お
り
︑
そ
こ
は
﹁
疎
開
で
な
く

な
っ
﹂
て
い
た(

)
︒
﹁
も
と
は
四
条
の
花
見
小
路
の
北
側
に
あ
り
︑
お
茶
漬
と
汁
粉

20

を
商
っ
て
バ
ー
の
夜
更
か
し
客
や
朝
帰
り
の
客
に
人
気
が
あ
っ
た
も
の
だ
﹂(

)
と
い

21

う
戦
前
の
十
二
段
家
を
︑
ロ
ッ
パ
も
ま
た
思
い
出
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒

國
分
綾
子
も
同
様
に
︑﹁
十
二
段
家
の
名
は
創
業
以
来
六
十
年
︒
ø
園
花
見
小

路
北
側
に
あ
っ
て
早
朝
か
ら
開
店
し
︑
京
の
茶
漬
を
食
べ
さ
せ
る
店
と
し
て
繁
盛

し
有
名
だ
っ
た
﹂
と(

)
︑
戦
前
の
十
二
段
家
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
︒﹁
創
業
以
来
六

22

十
年
﹂
と
い
う
か
ら
︑
開
業
は
明
治
後
期
︵
一
九
〇
四
年
前
後
︶
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
だ
ろ
う
か
︒﹁
は
じ
め
は
烏
丸
二
条
︑
そ
れ
か
ら
ø
園
花
見
小
路
﹂
へ
と
移
り
︑

大
正
元
︵
一
九
一
二
︶
年
ご
ろ
に
﹁
お
茶
漬
﹂
を
は
じ
め
た
ら
し
い(

)
︒
23

図

は
︑
戦
前
京
都
の
グ
ル
メ
雑
誌
﹃
洛
味
﹄
創
刊
号
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ

12

た
︑
十
二
段
家
の
広
告
で
あ
る
︒﹁
元
祖
﹂
を
冠
す
る
お
茶
漬
に
く
わ
え
て
︑
正

価
の
会
席
料
理
も
供
し
て
い
た
︒
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
︑﹁
弊
店
使
用
の
魚
類
は

本
場
明
石
よ
り
毎
朝
生
け
魚
を
直
配
し
て
居
り
ま
す
﹂
と
も
宣
伝
し
て
い
る
︒
阪

神
国
道
・
京
阪
国
道
の
開
通
に
よ
っ
て
生
魚
の
仕
入
れ
が
容
易
と
な
り
︑
京
都
の

料
理
文
化
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
て
い
た
︒

こ
の
広
告
か
ら
す
る
と
︑
い
く
ぶ
ん
高
級
化
し
て
い
た
感
も
あ
る
が
︑
一
般
的

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

九
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に
は
次
の
よ
う
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
大
き
い
店
を
構
え
て
客
も
多
く
︑
日
に
一
石
七
斗
の
米
を
た
い
た

と
い
う
︒
く
る
わ
の
朝
帰
り
の
客
に
も
︑
こ
の
朝
ご
飯
は
大
好
評
︑
働
く

人
︑
ご
ち
そ
う
を
食
べ
あ
い
た
人
︑
ど
の
階
級
の
人
も
押
し
か
け
た
︒
し
か

し
そ
れ
も
昔
語
り
に
な
っ
た
︒(

)
24

｢終
戦
直
前
︑
こ
の
店
が
強
制
疎
開
に
あ
﹂
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
そ
の
後
を
う
け

て
娘
夫
妻
︵
現
当
主
︶
が
現
在
地
に
同
じ
名
の
店
を
開
﹂
く(

)
︒﹁
現
在
地
﹂
と
は
︑

25

谷
崎
の
招
き
で
ロ
ッ
パ
が
訪
れ
た
︑
花
見
小
路
の
十
二
段
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

ま
も
な
く
は
じ
め
た
牛
肉
の
水
だ
き
が
好
評
で
ぐ
ん
ぐ
ん
の
ば
し
て
い
っ
た

の
が
︑
涮
牛
肉
︵
シ
ュ
ワ
ニ
ウ
ロ
ウ
︶
で
あ
る
︒
ヒ
ン
ト
は
北
支
の
庶
民
料

理
で
あ
る
涮
羊
肉
か
ら
得
た
も
の
で
︑
独
特
の
ゴ
マ
の
タ
レ
で
食
べ
る
︒
火

鍋
子
︵
ホ
ー
コ
ー
ズ
︶
に
だ
し
を
わ
か
し
︑
う
す
く
切
っ
た
肉
片
を
洗
う
よ

う
に
し
て
火
を
通
し
て
あ
げ
る
︒
季
節
の
葉
︑
野
菜
も
同
じ
よ
う
に
す
る
︒

方
々
で
同
様
の
も
の
を
出
す
が
︑
そ﹅

の﹅

元﹅

祖﹅

は﹅

こ﹅

こ﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︒
主
人
西
垣
氏

は
神
戸
一
中
︑
同
高
商
出
の
イ
ン
テ
リ
で
︑
民
芸
に
興
味
を
持
ち
︑
家
の
造

り
︑
家
具
調
度
︑
器
ま
で
す
べ
て
民
芸
品
で
見
事
で
あ
る(

)
︒
26

当
時
︑﹁
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
﹂
と
い
う
言
葉
は
も
ち
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の

の
︑
そ
れ
も
ま
た
︑
こ
の
新
し
い
十
二
段
家
を
﹁
元
祖
﹂
と
す
る
料
理
な
の
で

あ
っ
た
︒
十
二
段
家
に
お
け
る
﹁
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
﹂
の
誕
生
に
つ
い
て
は
︑
そ
の

経
緯
を
ふ
く
め
て
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り(

)
︑
現
在
で
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て

27

い
る(

)
︒
28

十
二
段
家
の
主
人
は
︑
も
と
は
大
阪
で
や
は
り
同
じ
名
の
美
術
書
な
ど
を

商
っ
て
い
た
書
店
で
あ
っ
た
が
︑
戦
災
に
あ
っ
て
京
都
へ
移
り
今
の
地
で
︑

料
亭
を
は
じ
め
た
︒

早
く
か
ら
棟
方
志
功
や
浜
田
庄
司
な
ど
の
作
家
と
親
し
く
︑
各
部
屋
に

は
︑
こ
れ
ら
の
作
品
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
も
楽
し
い
雰
囲
気
で
あ
る
︒(

)
29

こ
の
引
用
文
の
後
段
に
も
示
さ
れ
る
と
お
り
︑
文
中
に
は
名
前
が
あ
が
っ
て
い

な
い
も
の
の
民
藝
運
動
を
介
し
て
知
り
合
っ
た
医
師
の
吉
田
璋
也
︵
よ
し
だ
・

し
ょ
う
や

1898-1972︶
か
ら
︑
新
し
く
十
二
段
家
を
創
業
し
た
西
垣
光
温
︵
に
し

が
き
・
み
つ
は
る
︶
に
﹁
涮
羊
肉
﹂
が
伝
授
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

西
垣
が
大
阪
で
空
襲
に
あ
っ
て
京
都
へ
来
た
こ
と
︑
も
と
の
十
二
段
家
が
強
制
疎

開
に
あ
っ
て
閉
店
し
た
こ
と
︑
さ
ら
に
吉
田
璋
也
が
軍
医
と
し
て
滞
在
し
た
中
国

か
ら
涮
羊
肉
の
知
識
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
名
称
は
と
も
か
く

料
理
と
し
て
の
﹁
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
﹂
は
︑
じ
つ
に
数
奇
な
偶
然
の
所
産
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
十
二
段
家
の
も
と
の
店
は
︑
丸
太
町
の
烏
丸
西
に

一
〇
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移
り
︑
や
は
り
昔
な
が
ら
の
お
茶
漬
を
や
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
よ
う
に(

)
︑﹁
元
祖

30

御
茶
漬
﹂
も
ま
た
︑
も
う
ひ
と
つ
の
十
二
段
家
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒

︵
四
︶
に
し
ん
蕎
麦
の
松
葉
と
鰻
料
理
の
松
乃

京
名
物
﹁
に
し
ん
蕎
麦
﹂
を
発
明
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
﹁
総
本
家
に
し
ん
そ

ば

松
葉
﹂
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
と(

)
︑
昭
和
二
十
︵
一
九
四
五
︶
年
の
こ
と
と

31

し
て
﹁
太
平
洋
戦
争
の
空
襲
よ
り
南
座
を
保
存
す
る
目
的
で
︑
営
業
中
の
に
し
ん

そ
ば
松
葉
店
舗
を
強
制
疎
開
﹂︑﹁
明
治
の
日
本
家
屋
を
壊
さ
れ
空
地
と
な
る
﹂︑

同
じ
く
昭
和
二
十
六
年
に
は
﹁
強
制
疎
開
後
元
の
空
地
に
︑
戦
後
初
め
て
︑
地
上

４
階
地
下
１
階
の
鉄
筋
ビ
ル
完
成
﹂
と
あ
る
︒

図

は
︑
昭
和
四
年
に
落
成
し
た
南
座
を
︑
北
西
か
ら
撮
影
し
た
写
真
で
あ

13

る
︒
南
座
の
脇
に
三
つ
の
店
舗
が
み
え
て
い
る
︒
図
の
左
手
下
方
︵
自
動
車
の
上
︶

に
は
﹁
矢
倉
寿

志
満
家
﹂
の
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
中

央
左
に
は
立
派
な
三
階
建
て
の
﹁
ø
園

饅
頭
﹂︑
そ
の
右
手
に
は
正
面
の
屋
上

に
縦
書
き
で
﹁
麺
類
丼
一
式

松
葉
﹂

と
看
板
を
掲
げ
た
﹁
松
葉
﹂
が
あ
る

︵
側
面
の
看
板
は
横
書
き
︶
︒
二
本
脚
の

立
て
看
板
に
は
﹁
に
し
ん
そ
ば
﹂
の
文

字
も
み
え
る
︒

ど
ち
ら
も
木
造
建
築
で
あ
る
こ
と
か

ら
︑﹁
ø
園
饅
頭
﹂
も
ろ
と
も
取
り
崩

さ
れ
て
除
去
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
︒

そ
し
て
現
在
︑
ø
園
饅
頭
と
松
葉
は
と

も
に
当
時
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
で
営
業
し

て
お
り
︑
再
建
に
成
功
し
た
事
例
と
な

る
︒
じ
つ
の
と
こ
ろ
松
葉
は
︑
新
三
浦
と
同
様
の
回
帰
型
で
︑
営
業
が
継
続
で
き

た
背
景
に
は
縁
故
が
あ
っ
た
︒

次
の
二
つ
の
引
用
文
が
︑
そ
の
間
の
事
情
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ

う
︒

｢松
乃
﹂
は
昭
和
十
五
年
の
創
業
︑
最
初
は
﹁
そ
ば
や
﹂
だ
っ
た
の
だ
が
︑

﹁
に
し
ん
そ
ば
﹂
で
有
名
な
﹁
松
葉
﹂
を
︑
弟
さ
ん
が
近
く
で
経
営
し
て
い

る
関
係
上
︑
同
じ
﹁
そ
ば
や
﹂
を
続
け
て
行
く
の
も
ど
う
か
と
思
い
︑
あ
れ

こ
れ
研
究
し
た
揚
句
︑
昭
和
二
十
八
年
十
月
に
﹁
鰻
屋
﹂
と
し
て
新
し
く
発

足
し
た
︒(

)
32

四
条
南
座
か
ら
少
し
東
へ
い
く
と
江
戸
前
う
な
ぎ
﹁
松
乃
﹂
が
あ
る
︒

こ
こ
の
主
は
︑
松
葉
︵
に
し
ん
そ
ば
︶
の
姉
さ
ん
で
あ
る
︒
も
と
︑
松﹅

葉﹅

が﹅

疎﹅

開﹅

中﹅

は﹅

こ﹅

こ﹅

に﹅

在﹅

っ﹅

た﹅

が
︑
南
座
よ
こ
の
新
築
が
出
来
て
か
ら
︑
こ
こ

は
一
時
甘
党
の
店
を
や
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
昭
和
二
十
五マ

マ

年
ご
ろ
か
ら
︑

江
戸
前
う
な
ぎ
の
店
と
し
て
出
発
し
た
︒

昭
和
十
五
︵
一
九
四
〇
︶
年
に
開
業
し
た
松
乃
は
︑
当
初
︑
蕎
麦
屋
で
あ
っ
た

よ
う
だ
︒
昭
和
二
十
年
︑
強
制
疎
開
に
あ
っ
た
松
葉
が
こ
の
松
乃
に
店
を
移
し
て

営
業
を
つ
づ
け
︑
そ
の
松
葉
が
昭
和
二
十
六
年
に
も
と
の
土
地
区
画
で
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
四
階
建
て
の
新
店
舗
を
再
開
す
る
と
︑
松
乃
は
い
っ
た
ん
﹁
甘
党
の

店
﹂
と
な
り
︑
昭
和
二
十
八
年
秋
に
鰻
料
理
の
専
門
店
と
し
て
再
出
発
し
た
の

だ
っ
た
︒

こ
れ
が
︑
京
都
を
代
表
す
る
鰻
料
理
店
誕
生
の
隠
れ
た
一
面
で
あ
る
︒

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

一
一
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図13 南座と松葉・�園団子

(筆者所蔵)



︵
五
︶
︽
南
座
前
︾
食
傷
横
丁
の
消
滅

｢と
り
わ
け
変
わ
っ
た
の
は
︑
南
座
の
真
向
か
い
で
︑
人
家
が
取
り
払
わ
れ
た

あ
と
︑
最
初
は
小
公
園
に
な
る
と
聞
い
て
い
た
空
地
も
︑
い
ま
は
駐
車
場
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
︑
ま
こ
と
に
殺
風
景
な
景
観
を
呈
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
の
は(

)
︑
井

34

上
甚
之
助
で
あ
る
︒
レ
ス
ト
ラ
ン
菊
水
ひ
と
つ
を
残
し
て
︑
強
制
疎
開
に
と
も
な

う
空
地
が
発
生
し
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
︒

で
は
︑
図
７
に
示
さ
れ
た
疎
開
対
象
地
区
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
店
が
立
地
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
洛
味
﹄
誌
で
松
崎
天
民
流
の
食
味
ラ
イ
タ
ー
を
つ
と
め

た
山
川
美
久
味
は(

)
︑︽
南
座
前
︾
と
通
称
さ
れ
た
街
区
に
位
置
す
る
三
つ
の
店
舗

35

を
紹
介
し
て
い
た
︵
図

︶︒

14

南
座
前
に
灯
の
明
る
い
路
次
が
あ
る
︑
バ
ー
︑
鳥
屋
︑
喫
茶
︑
カ
フ
エ
ー
等

⁝
⁝
食
傷
横
丁
で
あ
る
︑
そ
の
右
側
に
﹁
に
び
き
﹂
と
い
ふ
昨
年
秋
大
改
築

し
て
未
だ
に
木
の
香
も
新
ら
し
い
創
業
二
十
五
年
余
と
い
ふ
か
ら
随
分
古

い
︑
こ
の
辺
の
草
分
格
だ
︑
二
階
は
座
敷
で
︑
ぶ
つ
通
せ
ば
二
三
十
人
位
の

宴
会
も
出
来
る
︒
⁝
︹
略
︺
⁝
階
下
は
腰
掛
式
で
食
卓
も
節
な
し
の
一
枚

板
︑
酒
は
白
雪
︑
お
作
り
小
鉢
も
の
川
魚
一
切
季
節
料
理
と
い
つ
た
具
合

で
︑
上
戸
党
の
下
物
は
豊
富
だ
︒
天
ぷ
ら
も
あ
げ
て
く
れ
る
︑
寿
し
も
握
つ

て
く
れ
る
︑
釜
め
し
土
瓶
む
し
も
う
ま
い
︑
南
座
の
は
ね
に
寒
さ
凌
ぎ
の
連

中
に
喜
ば
れ
て
ゐ
る
︹
︒︺(

)
36

《南
座
前
︾
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
丁
字
状
の
袋
小
路
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な

飲
食
店
が
軒
を
連
ね
︑
ま
さ
に
﹁
食
傷
横
丁
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
一
画
を
な

し
て
い
た
よ
う
だ
︒
こ
れ
に
類
す
る
空
間
は
当
時
︑
裏
寺
町
の
︽
柳
本
小
路
︾
く

ら
い
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

《南
座
前
︾
で
明
治
四
十
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
に
創
業
し
た
と
い
う
﹁
に
び
き
﹂

は
︑
昭
和
九
︵
一
九
三
四
︶
年
に
大
改
修
し
て
︑
二
階
を
三
十
人
規
模
の
宴
会
の

で
き
る
座
敷
に
し
た
一
方
︑
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
一
階
に
は
腰
掛
式
の
料
飲
空

間
も
設
え
て
い
た
︒
上
戸
︵
じ
ょ
う
ご
︶
は
酒
好
き
を
︑
下
物
︵
か
ぶ
つ
︶
は
酒
の

肴
を
意
味
す
る
語
で
︑
寿
し
や
天
ぷ
ら
な
ど
が
供
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒

山
川
が
次
い
で
案
内
す
る
の
は
︑
位
置
関
係
は
不
明
な
も
の
の
︑
同
じ
く
︽
南

座
前
︾
の
﹁
し
ん
猫
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
店
内
の
空
間
形
態
が
興
味
ぶ
か
い
︒

⁝
︹
略
︺
⁝
表
か
ら
入
る
と
周
囲
を
た
ゝ
き
の
通
り
に
し
た
真
ん
中
に
広
間

一
二
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図14 にびき・しん猫・鳥茶屋の広告

出典：『洛味』創刊号（1935年）、『洛味』第１巻第２号（1935年)



が
一
つ
あ
る
︒
そ
の
広
間
の
ぐ
る
り
に
テ
ー
ブ
ル
が
並
ん
で
ゐ
て
︑
客
は
内

側
に
向
つ
て
外
側
か
ら
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
︹
︒︺
テ
ー
ブ
ル
の
内
側
が
仲
居

さ
ん
の
サ
ー
ビ
ス
に
自
由
に
使
は
れ
る
の
だ
︒
だ
か
ら
一
堂
に
会
し
た
客
同

志
凡
そ
四
十
人
位
は
一
目
で
額
が
判
る
︒
⁝
︹
略
︺
⁝

料
理
は
酒
の
肴
に
重
き
を
置
く
関
係
上
︑
季
節
一
品
料
理
が
本
位
で
あ
る

︹
︒︺
酒
も
料
理
も
な
ん
で
も
十
五
銭
と
い
ふ
の
が
モ
ツ
ト
ー
︒
お
好
み
に
よ

り
丼
も
の
︑
な
べ
も
の
︑
肉
す
き
も
出
し
て
く
れ
る
︒
酒
は
菊
正
宗
の
外

︹
︑︺
白
鶴
も
用
意
し
て
あ
る
︒
営
業
時
間
は
昼
二
時
か
ら
晩
は
か
な
り
遅
く

ま
で
か
ゝ
る
ら
し
い
︒(

)
37

｢に
び
き
﹂
と
同
じ
く
一
階
は
座
敷
で
な
く
腰
掛
式
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑﹁
コ
﹂

の
字
型
あ
る
い
は
﹁
Ｕ
﹂
字
型
で
あ
ろ
う
か
︑
店
員
が
給
仕
す
る
中
央
の
ス
ペ
ー

ス
を
囲
む
よ
う
に
食
卓
が
配
置
さ
れ
て
い
た
︒
現
在
︑
こ
れ
に
類
す
る
酒
場
が
い

く
つ
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
京
都
に
あ
っ
て
﹁
し
ん
猫
﹂
は
そ
の
は
し

り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
こ
は
︑
季
節
の
一
品
料
理
に
く
わ
え
て
﹁
丼
も
の
﹂
ま
で
供
す
る
な
ど
︑
メ

ニ
ゥ
は
豊
富
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
そ
れ
ら
の
料
金
が
一
律
と
い
う
の
も
面
白
い
︒

ま
た
︑﹁
に
び
き
﹂
は
伊
丹
の
白
鶴
︑﹁
し
ん
猫
﹂
は
灘
の
菊
正
宗
・
白
鶴
と
︑
と

も
に
京
都
・
伏
見
の
酒
で
は
な
か
っ
た
︒

最
後
の
一
軒
は
﹁
鳥
茶
屋
﹂
で
あ
る
︒

か
ね
て
南
座
前
に
鳥
茶
屋
と
名
乗
つ
て
︑
長
崎
風
味
料
理
と
鳥
鍋
︑
そ
れ
か

ら
名
物
し
つ
ぽ
く
鍋
を
看
板
に
粹
人
の
賞
味
を
博
し
て
ゐ
る
︒
そ
の
新
館
が

つ
ひ
こ
の
間
開
店
さ
れ
た
︑
川
端
四
条
上
ル
旅
館
伊
勢
市
楼
跡
で
あ
る
︒(

)
38

図

の
広
告
を
み
る
と
︑﹁
長
崎
料
理
／
鳥
壽
貴
／
名
物

卓
袱
鍋
﹂
と
あ
る
の

14

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

一
三
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図15 鳥茶屋新館の開業広告

出典：『洛味』第１巻第２号（1935年)

図16 鳥茶屋と南風楼の広告

出典：右『洛味』第２巻第２号（1936年)

左『洛味』第３巻第11号（1937年)



で
︑
引
用
文
中
の
﹁
鳥
鍋
﹂
は
鶏
肉
の
す
き
焼
き
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

﹁
つ
ひ
こ
の
間
開
店
し
た
﹂
と
い
う
新
館
の
広
告
が
︑
図

で
あ
る
︒﹁
別
館
南
座

15

前
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑
本
店
の
機
能
を
川
端
四
条
上
ル
の
新
館
に

移
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

『洛
味
﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
を
追
跡
し
た
と
こ
ろ
︑
図

に
示
し
た
二
枚

16

の
広
告
を
発
見
し
た
︒
鳥
茶
屋
は
昭
和
十
一
年
か
ら
翌
十
二
年
の
あ
い
だ
に
︑
そ

の
名
称
を
﹁
南
風
楼
﹂
と
あ
ら
た
め
た
よ
う
だ
︒

《南
座
前
︾
の
別
館
が
強
制
疎
開
の
対
象
と
な
り
︑
こ
の
南
風
楼
が
戦
後
ま
で

残
さ
れ
た
こ
と
で
︑
料
理
屋
文
化
の
系
譜
に
不
思
議
な
節
合
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
る
︒

４

料
理
屋
文
化
の
系
譜
︱
︱
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
﹁
小
鳥

グ
リ
ル
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︵
一
︶
欧
風
料
理
と
チ
ャ
ン
ポ
ン
料
理

前
章
で
四
条
小
橋
周
辺
に
つ
い
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ

る
︒
鳥
岩
楼
︑
新
三
浦
︑
十
二
段
家
︑
そ
し
て
松
葉
の
よ
う
に
︑
当
時
す
で
に
有

名
で
あ
っ
た
料
理
屋
が
立
地
し
て
い
な
い
こ
と
に
く
わ
え
て
︑
戦
後
は
鴨
川
を
ま

た
い
で
料
理
屋
文
化
の
系
譜
を
切
り
結
ぶ
隠
れ
た
物
語
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
だ
︒

こ
こ
で
は
︑
四
条
小
橋
の
北
側
に
位
置
し
た
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
を
め
ぐ
る
語
り
に

注
目
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
よ
う
︒

縄
手
四
条
上
ル
に
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
︒

昔
︑
四
条
小
橋
の
と
こ
ろ
に
︑
同
じ
名
で
昔
の
カ
フ
エ
が
あ
り
︑
菊
水
や

ヒ
ナ
ド
リ
と
共
に
有
名
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
︑
あ
あ
︑
あ
の
お
ら
ん
だ
か
︑

と
知
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
︒
先
代
は
久
し
く
高
島
屋
に
つ
と
め
︑
止
め
る
時

に
退
職
金
を
も
と
に
し
て
始
め
た
の
が
こ
の
お
ら
ん
だ
だ
っ
た
由
で
︑
そ
の

後
あ
ち
こ
ち
に
姉
妹
店
も
生
れ
て
盛
業
し
て
い
た
︒

し
か
し
戦
争
中
疎
開
で
と
り
こ
わ
︹
さ
︺
れ
︑
今
の
地
に
移
り
︑
レ
ス
ト

ラ
ン
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
な
っ
た
も
の
で
︑
昔
か
ら
の
ヒ
イ
キ
も
多
い
︒
川
端

四
条
上
ル
チ
ャ
ン
ポ
ン
料
理
﹁
南
風
楼
﹂
も
こ
こ
の
経
営
で
︑
こ
れ
も
相
当

な
が
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
︒

お
ら
ん
だ
は
フ
ラ
ン
ス
風
な
料
理
を
専
門
と
し
︑
海
老
の
ド
リ
ア
︵
二
〇

〇
円
︶
が
名
物
︑
こ
れ
は
エ
ビ
の
コ
キ
ー
ル
を
︑
カ
レ
ー
で
い
た
め
た
御
飯

の
上
に
ド
ロ
リ
と
か
け
た
も
の
︒
ク
リ
ー
ム
色
の
中
に
ピ
ン
ク
の
海
老
︑

シ
ャ
ン
ピ
ニ
オ
ン
の
香
り
な
ど
何
と
も
い
え
ず
う
ま
い
も
の
で
︑
上
品
な
味

を
誇
っ
て
い
る
︒(

)
39

臼
井
喜
之
介
は
戦
前
の
﹁
カ
フ
エ
ー
お
ら
ん
だ
﹂
を
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
︒
鳥
茶
屋
の
別
館
と
な
ら
ぶ
広
告
に
は
﹁
四
條
小
橋
西
詰
上
﹂
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
︵
図

︶︑
高
瀬
川
の
右
岸
︑
現
在
﹁
喫
茶
ソ
ワ
レ
﹂
が
位
置
す
る
一
画

17

の
ど
こ
か
に
立
地
し
て
い
た
は
ず
だ
︒

戦
後
︑
そ
の
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
が
︑
鴨
川
を
こ
え
て
縄
手
通
で
︑
カ
フ
エ
ー
と
し

て
で
は
な
く
レ
ス
ト
ラ
ン
と
し
て
再
開
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑﹁
川
端
四
条

上
ル
チ
ャ
ン
ポ
ン
料
理
﹁
南
風
楼
﹂﹂
を
も
直
営
し
て
い
た
︒
臼
井
は
﹁
フ
ラ
ン

ス
風
な
料
理
を
専
門
﹂
と
す
る
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
を
﹁
欧
風
料
理
﹂
と
分
類
し
て
い

る
の
だ
が
︑
で
は
鳥
茶
屋
新
館
を
前
身
と
す
る
南
風
楼
の
﹁
チ
ャ
ン
ポ
ン
料
理
﹂

と
は
な
に
か
︒

京
都
の
文
化
・
風
俗
に
知
見
の
深
い
︑
溝
口
健
二
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
知
ら
れ
た
依
田
義
賢
︵
よ
だ
・
よ
し
か
た

1909-1991︶
は
︑︽
ø
園
町
︾
ま

わ
り
の
飲
食
店
を
案
内
す
る
昭
和
三
十
年
代
の
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
︑
琵
琶
湖
疏
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水
︵
現
在
は
暗
渠
︶
に
店
を
か
ま
え
た
牡
蠣
料
理
の
店
﹁
か
き
春
﹂
と
そ
の
並
び

の
﹁
竹
林
﹂
を
紹
介
し
た
あ
と
︑
店
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
次
の
よ
う

に
記
し
た
︒

こ
こ
の
向
い
に
︑
長﹅

崎﹅

ち﹅

ゃ﹅

ん﹅

ぽ﹅

ん﹅

の﹅

店﹅

が
あ
る
︒
一
度
だ
け
行
っ
た
︒
鍋

の
好
き
な
わ
た
し
に
は
︑
う
れ
し
か
っ
た
が
︑
本
物
の
長
崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
を

知
ら
な
い
か
ら
︑
独
特
の
味
わ
い
を
お
ぼ
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒(

)
40

こ
の
﹁
長
崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
店
﹂
が
南
風
楼
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒

依
田
は
本
場
の
﹁
長
崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
を
知
ら
な
い
﹂
と
断
り
を
入
れ
つ
つ
︑
そ
れ

を
﹁
鍋
﹂
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
を
感
じ
る
も
の
の
︑
鳥
茶
屋
の
名
物
が

﹁
し
っ
ぽ
く
鍋
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
︑
麺
料
理
と
し
て
の
﹁
長

崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
﹂
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く
鍋
料
理
を
供
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
戦
後
の
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
は
﹁
欧
風
料
理
﹂
に
く
わ
え
て
︑﹁
チ
ャ

ン
ポ
ン
料
理
﹂
の
専
門
店
も
経
営
し
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
こ
の
奇
妙
な
取
り
合
わ

せ
を
目
に
す
る
と
き
︑
あ
る
洋
食
店
の
存
在
が
浮
か
ん
で
く
る
︒

︵
二
︶
四
条
小
橋
か
ら
鴨
東
へ

そ
れ
は
︑
小
鳥
グ
リ
ル
で
あ
る
︒
当
時
の
店
舗
広
告
に
示
さ
れ
る
と
お
り
︵
図

︶︑﹁
洋
食
逸
品
﹂
と
﹁
名
物
チ
ャ
ン
ポ
ン
﹂
を
看
板
に
し
て
い
た
︒

18
カ
フ
エ
ー
お
ら
ん
だ
の
広
告
に
は
﹁
四
條
小
橋
西
詰
上
﹂
と
あ
る
一
方
で
︑
小

鳥
グ
リ
ル
は
﹁
四
條
小
橋
下
ル
﹂
と
し
か
な
い
た
め
︑
高
瀬
川
の
東
か
西
か
も
ふ

く
め
て
立
地
は
さ
だ
か
で
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
か
り
に
小
鳥
グ
リ
ル
が
そ
も

そ
も
片
側
町
で
あ
る
木
屋
町
に
面
し
て
い
た
の
な
ら
︑
わ
ざ
わ
ざ
四
条
小
橋
下
ル

と
は
せ
ず
︑﹁
木
屋
町
四
條
下
ル
﹂
な
ど
と
表
記
す
る
は
ず
な
の
で
︑
小
鳥
グ
リ

ル
の
﹁
四
條
小
橋
下
ル
﹂
は

高
瀬
川
右
岸
と
み
る
の
が
妥

当
で
あ
り
︑
疎
開
地
に
ふ
く

ま
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
あ

り
得
た
は
ず
だ
︒

と
こ
ろ
が
︑そ
う
と
は
断
定

で
き
な
い
記
述
も
存
在
す
る
︒

こ
こ
で
再
び
山
川
美
久
味
の

記
事
を
引
用
し
て
み
よ
う
︒

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜
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図17 おらんだ・鳥茶屋・フランスの広告

出典：『洛味』創刊号（1935年)

図18 小鳥グリルの広告

出典：『洛味』創刊号（1935年)



木
屋
町
四
条
を
下
る
と
す
ぐ
﹁
小
鳥
グ
リ
ル
﹂
の
看
板
が
目
に
つ
く
︑
フ

ラ
ン
ス
風
洋
食
が
専
門
︑
夫
婦
親
子
水
入
ら
ず
の
家
庭
的
サ
ー
ビ
ス
︹
︑︺

十
七
歳
か
ら
調
理
師
行
脚
に
出
て
今
年
五
十
四
ま
で
フ
ラ
イ
パ
ン
を
一
日
と

て
離
し
た
事
の
な
い
お
や
ぢ
︑
全
国
シ
チ
ョ
ー
ジ
︹
船
舶
の
司
厨
長
︺
協
同

会
京
都
支
部
初
代
の
支
部
長
を
勤
め
た
ほ
ど
京
都
で
は
古
顔
で
あ
る
︑
嘗
て

都
ホ
テ
ル
の
チ
ー
フ
コ
ッ
ク
で
あ
つ
た
全
日
本
で
の
権
威
黒
澤
︹
黒
沢
為

吉
︺
の
一
の
弟
子
だ
と
言
へ
ば
腕
の
さ
え
は
自
か
ら
解
る
筈
だ
︑
都
ホ
テ
ル

生
活
十
六
年
︑
小
さ
い
な
が
ら
現
在
の
グ
リ
ル
を
初
め
て
か
ら
五
年
に
な

る
︑
当
時
は
今
の
半
分
で
随
分
狭
か
つ
た
も
の
だ
︑
そ
の
時
分
か
ら
銀
行
会

社
方
面
の
人
気
を
続
け
て
ゐ
る
︑
詰
め
込
ん
で
超
満
員
二
十
人
︑
面
白
い
こ

と
に
一
晩
買
ひ
切
つ
て
宴
会
を
や
る
若
い
連
中
も
あ
る
︒

ビ
ー
フ
カ
ツ
︑
チ
キ
ン
・
マ
リ
ラ
ン
︑
ミ
ツ
ク
ス
・
サ
ラ
ダ
こ
の
三
つ
が

お
や
ぢ
自
慢
の
三
幅
対
だ
︑
そ
れ
か
ら
チ
ヤ
ン
ポ
ン
丼
と
い
ふ
名
物
が
あ

る
︒
広
東
料
理
の
変
形
で
︑
長
崎
風
の
も
の
麺
類
に
季
節
も
の
を
多
種
多
様

カ
ヤ
ク
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
お
国
料
理
を
慕
つ
て
長
崎
県
人
の
押
し
か
け

る
も
の
日
に
十
人
を
下
ら
ず
と
い
ふ
勢
で
あ
る
︒
近
々
皿
う
ど
ん
︵
チ
ヤ
ン

ポ
ン
の
汁
の
な
い
も
の
で
油
で
焚
い
て
ソ
ー
ス
を
か
け
る
︶
を
作
る
さ
う
で
あ

る
︒
兎
に
角
洋
食
通
の
一
度
は
試
食
し
て
み
て
よ
い
所
だ
︒(

)
41

冒
頭
に
﹁
木
屋
町
四
条
を
下
る
﹂
と
あ
る
の
で
︑
西
木
屋
町
通
で
は
な
く
︑
や

は
り
木
屋
町
通
に
面
し
た
片
側
町
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

立
地
に
は
謎
が
残
る
も
の
の
︑
目
を
引
か
れ
る
の
は
そ
の
あ
と
の
﹁
フ
ラ
ン
ス

風
洋
食
が
専
門
﹂
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
︒
当
然
こ
こ
で
﹁
フ
ラ
ン
ス
風
な
料
理

を
専
門
﹂
と
す
る
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
臼
井
は
レ
ス
ト
ラ
ン

と
記
す
け
れ
ど
も
︑
彼
自
身
が
撮
影
し
た
店
舗
写
真
に
は
﹁
グ
リ
ル
お
ら
ん
だ
﹂

と
い
う
看
板
が
み
え
る
︒

洋
食
店
が
﹁
カ
フ
エ
ー
化
﹂
し
た
り
︑
支
店
と
し
て
カ
フ
エ
ー
を
お
く
こ
と
は

あ
っ
た
も
の
の(

)
︑
一
般
的
な
カ
フ
エ
ー
が
本
格
的
な
洋
食
を
供
し
て
い
た
と
は
考

42

え
に
く
い
︒
カ
フ
エ
ー
か
ら
転
化
し
た
﹁
グ
リ
ル
お
ら
ん
だ
﹂
と
︑
そ
の
前
身
で

あ
る
﹁
カ
フ
エ
ー
お
ら
ん
だ
﹂
の
近
所
に
店
を
か
ま
え
た
﹁
小
鳥
グ
リ
ル
﹂
と
の

あ
い
だ
に
︑
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
推
論
す
る
の
は
い
さ
さ
か
深
読
み
し

す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
小
鳥
グ
リ
ル
の
名
物
﹁
チ
ャ
ン
ポ
ン
﹂
を
︑
グ
リ
ル
お
ら
ん

だ
の
経
営
す
る
﹁
南
風
楼
﹂
が
冠
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
こ
こ
で
︑
表
面
的
に
は
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
店
舗
間
の
関

係
性
に
も
目
を
向
け
て
お
こ
う
︒﹃
洛
味
﹄
創
刊
号
の
広
告
で
は
︑
な
ん
の
因
果

か
︑﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
﹁
鳥
茶
屋
﹂
は
並
置
さ
れ
て
い
た
︵
図

︶︒
鳥
茶
屋
の
左

17

に
は
﹁
酒
場

フ
ラ
ン
ス
﹂
も
あ
る
︒
こ
の
三
枠
の
広
告
で
見
落
と
し
て
な
ら
な

い
の
は
︑
鳥
茶
屋
と
フ
ラ
ン
ス
の
電
話
番
号
で
あ
る
︒
所
在
地
は
﹁
四
條
南
座
前

／
四
條
大
橋
東
入
﹂
と
異
な
る
も
の
の
︑
ø
園
局
内
の
電
話
番
号
は
四
〇
六
九
で

同
一
な
の
だ
︒
図

の
南
風
楼
も
同
じ
番
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
電
話
番
号
を
引

16

き
継
い
だ
の
だ
ろ
う
︒

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
は
︑
鳥
茶
屋
の
建
物
内
に
併
設
さ
れ
て
い
た
か
︑
隣
接
す
る

建
物
に
入
居
し
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
︒
ま
た
︑
臼
井
が
﹁
あ
ち
こ
ち

に
姉
妹
店
も
生
れ
て
盛
業
し
て
い
た
﹂
と
紹
介
し
た
と
お
り
︑
調
べ
て
み
る
と

﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
フ
ラ
ン
ス
の
経
営
者
は
ど
ち
ら
も
今
西
寛
次
と
い
う
人
物
で

あ
っ
た(

)
︒
43

お
ら
ん
だ
と
︽
南
座
前
︾
の
鳥
茶
屋
︵
フ
ラ
ン
ス
︶
は
︑
強
制
疎
開
に
よ
っ
て

建
物
が
撤
去
さ
れ
る
︒
戦
後
︑
縄
手
通
で
グ
リ
ル
と
し
て
再
生
し
た
﹁
お
ら
ん

だ
﹂
が
︑
南
風
楼
を
経
営
し
た
背
景
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
関
係
性
が
存
在
し
た
の

だ
︒は

た
し
て
︑
小
鳥
グ
リ
ル
の
﹁
洋
食
逸
品
／
名
物
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
﹂
は
グ
リ
ル
お

ら
ん
だ
と
南
風
楼
の
料
理
に
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︵
図

︶︒

19
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４

お
わ
り
に

強
制
疎
開
に
よ
る
商
業
環
境
の
破
壊
は
︑
料
理
屋
と
そ
の
料
理
に
も
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
︒
疎
開
地
に
指
定
さ
れ
た
が
た
め
に
営
業
地
を
去
る
こ
と
は
︑
そ

の
ま
ま
閉
業
な
い
し
営
業
の
休
止
を
意
味
し
︑
い
ず
れ
の
業
者
も
厳
し
い
局
面
を

む
か
え
た
は
ず
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
い
く
つ

か
の
店
舗
は
紆
余
曲
折
を
経
て
戦
後
に
営
業
を
再
開
し
︑
固
有
の
﹁
味
﹂
を
受
け

継
ぎ
つ
つ
︑
な
か
に
は
こ
の
移
動
を
契
機
と
し
て
︑
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
料
理
を

確
立
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
な
ど
︑
結
果
と
し
て
現
代
京
都
に
お
け
る
︿
食
味
風

景
﹀
の
基
礎
を
か
た
ち
づ
く
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒

こ
こ
に
み
た
料
理
屋
文
化
の
系
譜
は
︑
個
々
の
料
理
屋
の
展
開
を
時
間
軸
上
で

ト
レ
ー
ス
し
た
だ
け
で
は
︑
お
そ
ら
く
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︒
食
通
の
文
筆
家
た
ち
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
記
憶
を
︑
企
業
情
報
や
各
種

媒
体
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
・
広
告
な
ど
と
結
び
合
わ
す
こ
と
で
︑
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
に
も
似
た
各
料
理
屋
の
系
譜
を
復
原
す
る
に
い
た
っ
た
︒

こ
と
﹁
お
ら
ん
だ
﹂
と
﹁
南
風
楼
﹂
に
関
し
て
は
︑
戦
時
中
／
戦
後
の
断
絶
よ

り
も
︑
む
し
ろ
連
続
性
を
確
証
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
︑
今
後
の
研
究
に
向
け

て
方
法
論
的
な
面
を
強
化
で
き
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
料
理
屋
文
化
の
系

譜
を
重
視
し
た
﹁
味
覚
地
図
﹂
の
描
き
な
お
し
を
︑
次
な
る
課
題
と
し
て
本
稿
を

閉
じ
た
い
︒

注(

)
平
野
家
の
来
歴
と
立
地
展
開
に
つ
い
て
は
︑
加
藤
政
洋
・
河
角
直
美
﹃
お
い
し
い
京
都

1

学

料
理
屋
文
化
の
歴
史
地
理
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
二
二
年
︑
第
１
章
︶
を
参

照
さ
れ
た
い
︒
﹁
京
都
市
都
市
計
画
基
本
図
﹂︵
一
九
三
五
年
︶
に
は
建
物
区
画
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
村
上
治
郎
吉
編
﹃
ø
園
会
ね
り
物
復
興
記
念
帖
﹄
︵
ø
園
会
ね
り

物
復
興
記
念
帖
出
版
会
︑
一
九
三
六
年
︶
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
は
平
野
家
老
舗
︵
本

店
︶
と
藤
之
棚
︵
東
店
︶
し
か
な
い
こ
と
か
ら
︑
開
店
は
昭
和
十
一
︵
一
九
三
六
︶
年

か
ら
昭
和
十
六
年
の
あ
い
だ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(

)
國
分
綾
子
・
西
山
治
朗
︵
写
真
︶
﹃
京
の
女
将
た
ち

老
舗
の
味
を
訪
ね
て
﹄
柴
田
書
店
︑

2

一
九
八
〇
年
︑
一
六
八
頁
︒
傍
点
に
よ
る
強
調
は
引
用
者
︒
以
下
同
様
︒

(

)
建
設
局
小
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
建
設
行
政
の
あ
ゆ
み
﹄
京
都
市
建
設
局
︑
一
九
八
三

3

年
︑
三
四
頁
︒

(

)
前
掲
︑
國
分
綾
子
・
西
山
治
朗
﹃
京
の
女
将
た
ち

老
舗
の
味
を
訪
ね
て
﹄
︑
一
六
八
-
一

4

六
九
頁
︒
夕
刊
京
都
新
聞
社
学
芸
部
編
﹃
京
味
百
選
﹄
淡
交
新
社
︑
一
九
五
九
年
︑
一

六
一
頁
︒

(

)
水
内
俊
雄
・
加
藤
政
洋
・
大
城
直
樹
﹃
モ
ダ
ン
都
市
の
系
譜

地
図
か
ら
読
み
解
く
社
会

5

と
空
間
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
一
二
-
二
一
五
頁
︒

(

)
中
西
宏
次
﹃
戦
争
の
な
か
の
京
都
﹄
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
︑
二
〇
〇
九
年
︒

6(

)
川
口
朋
子
﹁
戦
時
下
建
物
疎
開
の
執
行
目
的
と
経
過
の
変
容
︱
京
都
の
疎
開
事
業
に
関

7

す
る
考
察
﹂︵﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
第
七
四
巻
第
六
六
六
号
︑
二
〇
一
一

年
︶︑
一
五
〇
九
-
一
五
一
五
頁
︒

(

)
川
口
朋
子
﹃
建
物
疎
開
と
都
市
防
空
︱
﹁
非
戦
災
都
市
﹂
京
都
の
戦
中
・
戦
後
﹄
京
都

8

大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︒

(

)
N
oriko
K
U
R
A
T
A
(2022)
F
orced
M
igration
due
to
B
uiling
E
vacuations
in

9

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜

一
七
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図19 南座前・四条小橋周辺店舗の関係性
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(

)
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄︵
白
川
書
院
︑
一
九
六
二
年
︶
の
初
版
以
降
︑
臼
井
喜

10

之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩

︿
京
の
ガ
イ
ド
﹀﹄︵
白
川
書
院
︑
一
九
七
二
年
︶
に
い
た
る
ま

で
︑
複
数
回
に
わ
た
り
改
訂
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
国
分
綾
子
﹃
京
都
味
し
る
べ
﹄︵
駸
々
堂
︑
一
九
七
三
年
︶
の
初
版
以
降
︑
国
分
綾
子

11

﹃
厳
選
京
都
味
し
る
べ
﹄︵
駸
々
堂
︑
一
九
九
一
年
︶
に
い
た
る
ま
で
︑
複
数
回
に
わ
た

り
改
訂
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
前
掲
の
建
設
局
小
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
建
設
行
政
の
あ
ゆ
み

京
都
市
建
設
局
小
史
﹄

12

に
付
録
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
吉
田
初
三
郎
﹃
京
名
物
い
も
ぼ
う
平
野
家
を
中
心
と
せ
る
東
山
か
ら
叡
山
へ
の
行
楽
御

13

案
内
﹄
平
野
家
い
も
ぼ
う
本
店
︑
一
九
二
八
年
八
月
二
十
日
︒

(

)
『京
都
日
日
新
聞
﹄︵
一
九
二
九
年
四
月
十
三
日
︶
に
掲
載
さ
れ
た
地
図
広
告
﹁
四
條
ぷ

14

る
ぱ
あ
る
︵
其
ノ
一
︶﹂
に
は
四
条
木
屋
町
北
東
角
に
﹁
カ
フ
エ
オ
ラ
ン
ダ
﹂
と
あ
る
一

方
で
︑
同
紙
︵
昭
和
四
年
十
月
二
十
八
日
︶
の
地
図
広
告
﹁
四
條
通
！
四
條
通
！
︵
そ

の
一
︶﹂
に
は
高
瀬
川
右
岸
北
の
位
置
に
﹁
白
鳥
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
ど
ち
ら

も
原
澤
久
男
編
﹃
京
都
商
工
人
名
録

昭
和
十
五
年
版
﹄
京
都
商
工
人
名
録
発
行
所
︵
一

九
四
〇
年
︑
六
〇
-
六
一
頁
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
お
ら
ん
だ
﹂
は
四
条

を
一
軒
分
上
が
っ
た
と
こ
ろ
の
区
画
に
位
置
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒

(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄︑
一
四
〇
頁
︒

15(

)
國
分
綾
子
﹃
新
訂
版

京
都
味
し
る
べ
﹄
駸
々
堂
︑
一
九
八
五
年
︑
一
五
〇
頁
︒

16(

)
白
井
凌
三
﹁
自
画
自
讃
﹂︵﹃
洛
味
﹄
第
一
号
︑
一
九
三
五
年
︶︑
一
九
-
二
一
頁
︒
京
都

17

に
お
け
る
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
の
加
藤
政
洋
・
河
角
直
美
﹃
お
い
し
い

京
都
学
﹄
の
第
４
章
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)
井
上
甚
之
助
﹁
新
三
浦
︿
鶏
水
た
き
﹀﹂︵
創
元
社
編
集
部
編
﹃
１
９
６
９
年
版

京
都
味

18

覚
地
図
﹄
創
元
社
︑
一
九
六
九
年
︶︑
八
四
-八
五
頁
︒
引
用
は
八
四
頁
よ
り
︒

(

)
古
川
緑
波
﹁
ロ
ツ
パ
食
談
︹
二
十
五
︺

牛
鍋
か
ら
す
き
焼
へ
︵
２
︶﹂︵﹃
あ
ま
カ
ラ
﹄

19

第
四
十
四
号
︑
一
九
五
五
年
︶︑
二
〇
-二
二
頁
︒
引
用
は
二
一
-二
二
頁
よ
り
︒

(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄︑
五
六
頁
︒

20(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄︑
五
六
頁
︒

21(

)
國
分
綾
子
﹁
十
二
段
家
﹂︵
大
久
保
恒
次
ほ
か
編
﹃
京
都
・
大
阪
・
神
戸

う
ま
い
店
二

22

〇
〇
店
﹄
柴
田
書
店
︑
一
九
六
四
年
︶︑
一
六
四
頁
︒

(

)
國
分
綾
子
﹁
十
二
段
家
︿
お
茶
漬
﹀﹂︵
前
掲
︑
創
元
社
編
集
部
編
﹃
１
９
６
９
年
版

京

23

都
味
覚
地
図
﹄︶︑
二
四
-二
五
頁
︒

(

)
前
掲
︑
國
分
綾
子
﹁
十
二
段
家
︿
お
茶
漬
﹀﹂︑
二
四
-
二
五
頁
︒
臼
井
喜
之
介
も
ま
た
︑

24

﹁
昔
二
十
人
以
上
の
店
員
を
使
っ
て
一
日
に
一
石
七
斗
の
米
を
炊
い
た
と
い
う
面
影
は
い

ま
は
な
い
が
︑
京
の
お
茶
漬
け
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
の
は
︑
こ
こ
の
功
と
で
も
云
お

う
か
﹂
と
評
価
す
る
︒
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
︑
五
六
-
五
七
頁
︒

(

)
前
掲
︑
國
分
綾
子
﹁
十
二
段
家
﹂
︑
一
六
四
頁
︒

25(

)
前
掲
︑
國
分
綾
子
﹁
十
二
段
家
﹂
︑
一
六
四
頁
-一
六
五
頁
︒

26(

)
た
と
え
ば
︑
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
姜
尚
美
﹃
京
都
の
中
華
﹄
︵
幻
冬
舎
文
庫
︑

27

二
〇
一
六
年
︶
︑
一
八
五
-一
九
一
頁
︒

(

)
『朝
日
新
聞
﹄
︵
二
〇
二
三
年
九
月
三
〇
日
︶
の
﹁
は
じ
ま
り
を
歩
く

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

28

︵
京
都
市
︑
鳥
取
市
︑
大
阪
市
︶
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
︑
五
六
頁
︒

29(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄︑
五
六
頁
︒

30(

)
﹁
総
本
家
に
し
ん
そ
ば

松
葉
﹂
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
松
葉
に
つ
い
て
・
沿
革
﹂
︵
http:

31

//w
w
w
.sobam
atsuba.co.jp/about/index.htm
l︶︑
二
〇
二
三
年
一
一
月
五
日
最
終

閲
覧
︒

(

)
井
上
甚
之
助
﹁
松
乃
︿
う
な
ぎ
﹀
﹂
︵
前
掲
︑
創
元
社
編
集
部
編
﹃
京
都
味
覚
地
図

１
９

32

６
９
年
版
﹄︶︑
五
八
-五
九
頁
︒
引
用
は
五
八
頁
よ
り
︒

(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
︑
一
七
二
頁
︒

33(

)
井
上
甚
之
助
﹃
わ
た
し
の
京
都
﹄
墨
水
書
房
︑
一
九
七
三
年
︑
二
〇
一
頁
︒

34(

)
山
川
美
久
味
の
詳
細
は
不
明
︑
松
崎
天
民
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

35

坪
内
祐
三
﹃
探
訪
記
者
松
崎
天
民
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
一
年
︒

(

)
山
川
美
久
味
﹁
味
と
気
分
を
訪
ね
て
﹂︵
﹃
洛
味
﹄
創
刊
号
︑
一
九
三
五
年
︑
四
一
-
四
七

36

頁
︶︑
引
用
は
四
一
頁
よ
り
︒

(

)
山
川
美
久
味
﹁
味
と
気
分
を
訪
ね
て
︵
二
︶﹂
︵
﹃
洛
味
﹄
第
一
巻
第
二
号
︑
一
九
三
五

37

年
︑
七
五
-八
二
頁
︶︑
七
六
-
七
七
頁
︒

(

)
前
掲
︑
山
川
美
久
味
﹁
味
と
気
分
を
訪
ね
て
︵
二
︶
﹂
︑
八
一
頁
︒

38(

)
前
掲
︑
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
︑
四
六
-四
七
頁
︒

39(

)
依
田
義
賢
﹁
上
方
味
覚
地
図
①

鴨
東
﹂
︵﹃
淡
交
﹄
第
十
四
巻
第
一
号
︑
一
九
六
〇
年
︶
︑

40

六
六
-六
九
頁
︒
引
用
は
六
六
頁
よ
り
︒

(

)
前
掲
︑
山
川
美
久
味
﹁
味
と
気
分
を
訪
ね
て
﹂
︑
四
二
頁
︒

41(

)
前
掲
︑
加
藤
政
洋
・
河
角
直
美
﹃
お
い
し
い
京
都
学
﹄
の
第
５
章
な
ら
び
に
斎
藤
光

42

﹃
幻
の
﹁
カ
フ
ェ
ー
﹂
時
代

夜
の
京
都
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹄︵
淡
交
社
︑
二
〇
二
〇
年
︶
を

参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)
京
阪
神
職
業
別
電
話
名
簿
編
纂
所
編
﹃
京
阪
神
職
業
別
電
話
名
簿

昭
和
九
年
九
月
現

43

在
﹄
京
阪
神
職
業
別
電
話
名
簿
編
纂
所
︑
一
九
三
四
年
︑
二
六
五
︑
二
六
六
頁
︒
な
お
︑

一
八
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原
澤
久
男
編
﹃
京
都
商
工
人
名
録

昭
和
十
五
年
版
﹄︵
京
都
商
工
人
名
録
発
行
所
︑
一

九
四
〇
年
︑
六
〇
頁
︶
で
は
︑
お
ら
ん
だ
の
経
営
者
は
今
西
小
春
と
な
っ
て
い
る
︒
ま

た
︑
同
書
に
よ
る
と
︑
南
風
楼
の
経
営
者
は
生
田
艶
子
で
︑
電
話
番
号
は
四
〇
四
六
と

異
同
が
あ
る
︵
五
四
頁
︶︒

︵
河
角
直
美

本
学
文
学
部
教
授
)

︵
宮
原
佑
成

本
学
文
学
部
地
理
学
専
攻
３
回
生
)

︵
加
藤
政
洋

本
学
文
学
部
教
授
)

京
都
に
お
け
る
建
物
疎
開
と
料
理
屋
文
化
の
系
譜
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