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業
の
鰻
屋
の
「
や
っ
こ
」、
天
保
八
年
（
一

八
三
七
）
創
業
の
天
ぷ
ら
屋
の
「
三
定
」、

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
創
業
の
す
き

焼
き
屋
の
「
ち
ん
や
」、
明
治
末
年
創
業

の
「
八
ツ
目
鰻
本
舗
」
な
ど
、
ざ
っ
と
眺

め
た
だ
け
で
も
こ
ん
な
に
あ
る
。

蕎
麦
屋
の
「
尾
張
屋
」
は
、
そ
の
う
ち

の
一
軒
だ
。
創
業
は
、
明
治
三
年
（
一
八

七
〇
）
と
し
て
い
る
が
、
明
暦
三
年
（
一

六
五
七
）
の
振
袖
火
事
の
記
録
に
出
て
く

る
尾
張
屋
に
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
。

仮
に
、
雷
門
を
挟
ん
で
隅
田
川
寄
り
に

あ
る
の
を
「
支
店
」、
そ
の
反
対
側
に
あ

る
の
を
「
本
店
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
支

店
は
も
と
花
川
戸
尾
張
屋
と
い
う
、
現
五

代
目
女
将
の
祖
母
の
店
で
、
古
さ
は
変
わ

ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
支
店
の

方
が
古
い
そ
う
だ
。

店
舗
は
立
派
な
構
え
の
木
造
建
築
だ
っ

た
こ
と
も
あ
る
が
、
震
災
・
戦
災
な
ど
で

以
下
試
み
に
、
二
軒
の
老
舗
を
通
し
て
、

目
に
見
え
な
い
江
戸
・
東
京
の
街
と
味
の

地
層
を
、
少
し
く
掘
り
起
こ
し
て
み
た
い
。

浅
草
の
老
舗
の
粋

ま
ず
は
浅
草
。
こ
こ
は
東
京
都
内
最
古

の
寺
院
で
あ
る
浅
草
寺
を
中
心
に
栄
え
た
、

東
京
で
も
か
な
り
歴
史
の
あ
る
繁
華
街
だ
。

関
東
大
震
災
と
東
京
大
空
襲
で
大
打
撃

を
受
け
た
が
、
そ
の
都
度
、
地
元
の
人
や

参
拝
客
、
行
楽
客
な
ど
の
、
い
わ
ば
庶
民

の
力
で
復
興
を
遂
げ
、
今
や
日
本
の
み
な

ら
ず
、
海
外
に
も
知
ら
れ
る
観
光
地
の
代

表
格
と
な
っ
て
い
る
。

老
舗
も
、
そ
の
浅
草
寺
の
周
辺
に
た
く

さ
ん
残
っ
て
い
る
。
明
治
以
後
に
開
発
さ

れ
た
浅
草
六
区
も
含
め
る
と
相
当
数
に
な

る
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
密
集
し
て
い
る

雷
門
の
並
び
の
雷
門
通
り
に
注
目
し
よ
う
。

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
創

み
、
そ
の
匂
い
を
た
き
し
め
た
店
が
残
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
老
舗
だ
。

い
ろ
ん
な
種
類
の
老
舗
が
あ
る
が
、
な

か
で
も
我
々
に
と
っ
て
身
近
な
の
は
食
べ

物
屋
だ
ろ
う
。

か
つ
て
外
食
店
は
都
心
に
集
中
し
て
い

た
の
で
、
特
別
な
日
に
家
族
そ
ろ
っ
て
電

車
に
乗
り
、
都
会
に
出
か
け
、
外
食
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
外
食
は
、
今
で
こ
そ
珍

し
く
な
い
が
、
昭
和
三
、
四
十
年
代
ま
で

は
非
日
常
的
な
こ
と
だ
っ
た
。

そ
ん
な
老
舗
に
行
く
と
、
味
の
記
憶
が
、

古い
に
し
えの
街
の
匂
い
や
店
の
空
気
感
、
あ
る
い

は
家
族
と
の
会
話
な
ど
、
様
々
な
思
い
出

を
蘇
ら
せ
て
く
れ
る
。

そ
う
考
え
る
と
老
舗
は
、
外
食
店
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
時
代
ご
と
に
変
化
す
る

街
や
人
の
歴
史
を
宿
し
、
そ
れ
ら
遠お

ち
近こ

ち
の

記
憶
を
味
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
し
て
く
れ

る
、
今
に
息
づ
く
有
形
無
形
の
生
活
文
化

遺
産
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

震
災
か
ら
の
復
興
も
つ
か
の
間
、
東
京
中

が
焼
け
野
原
と
な
っ
た
。

第
四
は
、
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
。
近
代
化
の
集
大
成
と
い
う
べ
き

も
の
で
、
江
戸
の
面
影
を
残
し
て
い
た
堀

割
の
大
半
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
高
速
道
路

や
幅
広
の
幹
線
道
路
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。

そ
の
流
れ
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

街
の
匂
い
は
日
に
日
に
失
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
い
ま
だ
、
街
と
共
に
歴
史
を
歩

が
あ
り
、
街
は
そ
の
都
度
激
変
し
た
。

第
一
は
、
一
八
六
七
年
の
明
治
維
新
。

こ
れ
に
よ
り
全
国
の
総
城
下
町
だ
っ
た
江

戸
の
街
は
、
近
代
国
家
た
る
日
本
の
首

都
・
東
京
と
し
て
再
編
さ
れ
た
。

第
二
は
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
。

銀
座
の
煉
瓦
街
に
代
表
さ
れ
る
洋
式
の
モ

ダ
ン
な
街
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
東
京
が
、

た
ち
ま
ち
焦
土
と
化
し
た
。

第
三
は
、
一
九
四
五
年
の
東
京
大
空
襲
。

老
舗
は
生
活
文
化
遺
産

街
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
匂
い
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
。
歴
史
の
匂
い
と
で
も

言
お
う
か
。
今
で
は
何
処
に
行
っ
て
も
、

無
機
質
な
高
層
ビ
ル
で
覆
わ
れ
た
、
個
性

の
な
い
街
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

都
会
の
中
で
も
日
本
最
大
の
首
都
・
東

京
は
な
お
さ
ら
で
、
お
よ
そ
四
回
の
転
機
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江
戸
の
都
か
ら
近
代
国
家
の
首
都
と
な
り
、百
四
十
八
年
目
を
迎
え
た
東
京
。

街
の
老
舗
の
人
々
は
何
を
思
い
、未
来
へ
味
を
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

小
誌
連
載「
東
京
っ
子　
味
め
ぐ
り
歴
史
散
歩
」で
お
な
じ
み
の

安
原
眞
琴
さ
ん
が
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
二
軒
の
老
舗
を
訪
ね
た
。

老
舗
の
味
と
空
間
を
訪
ね
る
愉
し
さ

呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
く
記
憶
の
味


