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「
汐
干
狩
り
」に
も

出
て
い
た
そ
ば
の
屋
台

「
そ
ば
切
り
」
と
い
う
言
葉
が
文
献
に

登
場
す
る
の
は
戦
国
時
代
で
す
。
江
戸

時
代
、
江
戸
の
町
に
は
、
う
ど
ん
・
そ

ば
を
出
す
専
門
店
が
で
き
て
、
お
そ
ら

く
18
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
庶
民
が
気

軽
に
食
べ
る
料
理
と
し
て
、
屋
台
の
そ

ば
も
定
着
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
18
世

紀
後
半
に
な
る
と
、
武
家
や
裕
福
な
商

家
な
ど
の
上
流
階
級
が
通
う
高
級
な
そ

ば
屋
も
現
れ
ま
し
た
。

幕
末
の
江
戸
に
は
７
０
０
軒
く
ら
い

の
そ
ば
屋
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
加
え
、
店
舗
が
閉
ま
る
夜

の
時
刻
に
営
業
す
る
「
夜よ

鷹た
か

そ
ば
」
と

呼
ば
れ
た
屋
台
も
多
く
出
て
い
た
は
ず

で
す
。
江
戸
の
庶
民
か
ら
広
く
愛
さ
れ

た
食
事
の
一
つ
が
、
そ
ば
で
し
た
。

と
り
わ
け
屋
台
は
、
寺
や
神
社
、
橋

の
た
も
と
な
ど
の
交
通
の
要
衝
地
、
さ

ら
に
は
祭
り
や
縁
日
な
ど
、
人
が
集
ま

る
と
こ
ろ
に
店
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

屋
台
の
浮
世
絵
と
し
て
よ
く
紹
介
さ

れ
る
の
が
、
歌
川
広
重
の
「
東
都
名
所

高
輪
廿に
じ
ゅ
う
ろ
く
や
ま
ち

六
夜
待
遊
興
之
図
」。
真
夜
中

に
姿
を
見
せ
る
26
日
目
の
月
の
光
は
霊

験
あ
ら
た
か
と
さ
れ
、
大
勢
の
人
た
ち

が
江
戸
湾
を
見
晴
ら
す
高
輪
に
集
ま
り
、

飲
み
食
い
に
興
じ
て
い
る
様
子
の
絵
で

す
。
寿
司
、
天
ぷ
ら
、
だ
ん
ご
、
水
菓

子
、
い
か
焼
き
、
し
る
こ
な
ど
の
屋
台

と
と
も
に
「
二
八
そ
ば
・
う
ど
ん
」
の

屋
台
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

歌
川
貞
秀
の
『
汐
干
狩
の
図
』
は
、

早
朝
に
沖
ま
で
船
に
乗
り
、
潮
が
引
い

て
地
面
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
潮
干
狩
り

に
興
じ
て
い
る
人
々
を
描
い
た
作
品
で

そ
ば
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、江
戸
時
代
を
外
す
こ
と
は
で
き

な
い
。多
く
の
人
た
ち
が
楽
し
む
量
産
型
の
絵
画
と
し
て
生
ま
れ
た

浮
世
絵
版
画
で
、そ
ば
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
。日
野
原
健
司

さ
ん
に
、浮
世
絵
版
画
か
ら
見
え
る
江
戸
時
代
の
そ
ば
と
人
び
と
の

関
係
性
に
つい
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
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す
。
こ
こ
に
も
よ
く
見
る
と
、
そ
ば
の

屋
台
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
実
は
、
一
枚
摺
り
の
絵

と
し
て
描
か
れ
た
浮
世
絵
版
画
を
探
し

て
み
て
も
、
そ
ば
屋
や
そ
ば
の
屋
台
の

様
子
が
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
描
か
れ

た
も
の
は
少
な
い
の
で
す
。
そ
ば
に
限

ら
ず
、
料
理
や
料
理
屋
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
し
て
描
か
れ
た
絵
は
、
ほ
と
ん
ど

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
先
の
広
重
の
作
品

の
よ
う
に
、
画
面
中
の
点
景
と
し
て
描

か
れ
る
程
度
で
す
。

あ
る
い
は
、
珍
し
く
そ
ば
の
屋
台
が

中
心
に
描
か
れ
た
三
代
歌
川
豊
国
の

「
神
無
月
は
つ
雪
の
そ
う
か
」
も
、
絵

の
主
題
と
し
て
は
雪
降
る
な
か
で
そ
ば

を
食
べ
て
い
る
夜
鷹
（
街
娼
）
た
ち
の
方

で
す
。

江
戸
の
庶
民
の

日
常
食
だ
っ
た
証

そ
ば
屋
台
の
内
側
が
描
か
れ
て
い
る

珍
し
い
作
品
が
、
歌
川
国
貞
の
「
當で
き
あ
き穐

八
幡
祭
」。
丼
、
盆
、
麺
を
ゆ
で
る
鍋
、

箸
を
入
れ
た
ザ
ル
な
ど
が
狭
い
場
所
に

コ
ン
パ
ク
ト
に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
も
実
は
、
歌
舞
伎
舞
台

の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
。
江
戸
の
日

常
の
風
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
の
町
か
ら
離
れ
る
と
、
例
え
ば

歌
川
国
芳
の
「
木
曽
街
道
六
十
九
次
之

内 

守
山 

達
磨
大
師
」。
守
山
宿
（
現
・
滋

賀
県
守
山
市
）
の
そ
ば
屋
を
描
い
て
い
ま

す
。
山
と
積
ま
れ
た
も
り
そ
ば
を
平
ら

げ
る
底
な
し
の
大
食
漢
は
達
磨
大
師
。

「
も
り
や
ま
」
と
か
け
た
駄
洒
落
で
し

ょ
う
が
、
守
山
宿
と
達
磨
大
師
に
ど
ん

な
関
係
が
あ
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

木
曽
街
道
の
宿
場
町
の
伝
説
や
物
語
を

組
み
合
わ
せ
て
描
か
れ
た
連
作
な
の
で
、

何
ら
か
の
ゆ
か
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
で
す
。

そ
ば
の
出
前
が
犬
に
足
を
噛
ま
れ
て

盆
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
た
ま
た
ま
近
く

を
通
り
か
か
っ
た
武
士
が
頭
か
ら
そ
ば

を
か
ぶ
る

―
と
い
う
滑
稽
な
場
面
を

描
い
た
の
が
歌
川
広
景
の
「
江
戸
名
所

道
化
尽 

九 

湯
嶋
天
神
の
台
」。
こ
の

絵
が
描
か
れ
た
幕
末
に
は
少
な
く
と
も
、

そ
ば
の
出
前
を

す
る
人
が
街
な

か
に
い
た
こ
と

を
伝
え
て
く
れ

る
作
品
で
す
。

時
代
が
明
治

に
下
り
ま
す
が
、

四
代
歌
川
国
政
の
「
志
ん
板
猫
の
そ
ば

や
」
は
、
お
そ
ら
く
子
ど
も
向
け
に
描

か
れ
た
「
猫
の
牛
鍋
屋
」「
猫
の
学
校
」

な
ど
の
連
作
の
一
つ
。
座
敷
に
あ
ぐ
ら

を
か
い
て
食
べ
、
調
理
場
で
は
麺
を
打

ち
、
ゆ
で
て
い
ま
す
。
猫
の
お
か
げ
で

そ
ば
屋
の
店
内
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、

絵
と
し
て
の
改
変
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

多
色
摺
り
の
豪
華
な
浮
世
絵
版
画
は
、

当
初
は
裕
福
な
人
た
ち
が
買
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
次
第
に
人
気
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
そ
ば
一
杯
と

同
じ
、
二
八
の
十
六
文
程
度
、
今
の
値

段
で
い
え
ば
４
０
０
～
５
０
０
円
で
買

え
る
庶
民
の
娯
楽
に
な
り
ま
し
た
。

浮
世
絵
は
、
江
戸
の
暮
ら
し
を
そ
の

ま
ま
切
り
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

賑
や
か
で
華
や
か
な
風
俗
や
景
色
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び

と
が
求
め
ま
し
た
。
そ
ば
屋
や
そ
ば
の

屋
台
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
江
戸
の
庶

民
に
と
っ
て
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
描
く
ニ
ー
ズ
は
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
浮
世
絵
に
そ
ば

を
主
題
に
し
た
も
の
が
極
め
て
少
な
い

の
は
、
逆
説
的
に
、
そ
ば
が
い
か
に
江

戸
の
庶
民
の
暮
ら
し
に
定
着
し
て
い
た

か
の
証
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
０
２
４
年
１
月
12
日
取
材
）
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