
江
戸時
代の
ご当
地キャラ？

 お
もし
ろ東海道の名優たち

お
も
し
ろ
東
海
道
と
は
？

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
歌
川
芳
員

(
生
没
年
不
詳
)
に
よ
る
「
東
海
道
五
十
三
次
内
」
を
、

当
館
で
は『
お
も
し
ろ
東
海
道
』と
い
う
愛
称
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

「
東
海
道
五
十
三
次
内
」
は
嘉
永
六
年
(
一
八
五
三
)
に
発
行
さ
れ
ま

し
た
。
版
型
は
小
判
(
大
判
の
四
分
の
一
)
で
、
東
海
道
の
五
十
三
の

宿
場
に
日
本
橋
と
京
二
点
を
足
し
た
合
計
五
十
六
点
の
揃
物
(
シ
リ
ー
ズ

も
の
)
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
場
に
、
コ
ミ
カ
ル
な
表
情
を
み
せ
る
人
間
や

動
物
、
妖
怪
ら
し
き
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
登
場
し
て
い
て
鑑
賞
者
を
和
ま

せ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
見
、
荒
唐
無
稽
な
絵
に
も
見
え
ま
す
が
、
実
は
各
宿

場
に
関
す
る
伝
説
や
内
容
な
ど
が
巧
み
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
絵
に
隠
さ
れ
た
物
語
や
洒
落
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
江
戸
の
人
々
の

浮
世
絵
の
楽
し
み
方
の
一
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

同
時
に
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
わ
ざ
が
わ
か
ら
ず
と
も
、
描
か
れ
た

図
の
み
で
も
楽
し
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
ど
も
も
お
と
な
も

一
緒
に
な
っ
て
楽
し
め
る
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。

お
も
し
ろ
東
海
道

宿
場
の
順
番
の
不
思
議

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
一
図
が
大
判
の
四
分
の
一
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
と
お

伝
え
し
ま
し
た
が
、
当
館
所
蔵
の
「
お
も
し
ろ
東
海
道
」
は
中
判
一
枚

に
二
図
あ
る
状
態
(
合
計
で
二
八
枚
)
で
、
か
つ
本
来
で
あ
れ
ば
東
か

ら
西
に
一
つ
ず
つ
進
む
宿
場
が
一
つ
飛
ば
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
日
本
橋
と
川
崎
の
二
図
で
一
枚
、
品
川
と
神
奈
川
の
二
図
で
一
枚
、

と
い
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
す
。

　

こ
れ
は
元
々
大
判
の
版
木
に
四
図
描
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
情
報
が
作
品
に
残
っ
て
い
ま
す
。
図
１
の

赤
い
丸
で
囲
ん
だ
部
分
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
。
十
字
の
黒
い
線
が
見
え

ま
す
。
こ
れ
は
こ
こ
で
裁
断
す
る
た
め
の
目
印
に
な
る
も
の
で
、
当
館

所
蔵
の
も
の
は
横
へ
の
裁
断
は
さ
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
展
示
中
の
作
品
は
額
装
し
て
い
る
関
係
で
こ
ち

ら
の
目
印
は
な
か
な
か
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
種
の

注
目
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

歌
川
芳
員

「
東
海
道
五
十
三
次
内　
大
磯
・
箱
根
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東
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部
分
)

このページに使われている
図は全て、
歌川芳員
「東海道五十三次内」です
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現
代
で
も
有
名
な
浮
世
絵
師

の
ほ
と
ん
ど
は
逸
話
も
多
く

残
さ
れ
て
お
り
、
人
物
像
が

み
え
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
芳
員
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
わ
か
ら
な
い
た
め
、
今
回

は
そ
の
画
業
を
追
っ
て
み
ま

す
。

　

芳
員
は
歌
川
国
芳
の
弟
子

で
す
。
国
芳
の
武
者
絵
の
画

風
を
引
き
継
い
で
い
る
と
も

い
わ
れ
て
お
り
、
勇
ま
し
く

迫
力
の
あ
る
武
者
絵
を
残
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
や
は
り
師
匠
の
国

芳
が
得
意
と
し
て
い
た
戯
画

も
よ
く
手
掛
け
て
い
ま
し
た
。

今
回
メ
イ
ン
に
据
え
て
い
る

「
お
も
し
ろ
東
海
道
」
も
こ
の

戯
画
に
入
り
ま
す
。

　

幕
末
に
な
る
と
横
浜
絵
に

着
手
す
る
よ
う
に
な
り
、
開

港
の
様
子
を
よ
く
残
し
ま
し

た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
芳
員

は
そ
の
時
代
の
流
行
り
に
う

ま
く
乗
っ
て
い
た
こ
と
、
そ

れ
ら
に
順
応
で
き
る
だ
け
の

力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

納
札
保
存
会
が
昭
和
三
四
年

(
一
九
五
九
)
度
の
会
合
の
ま
と

め
と
し
て
発
行
し
た
納
札
集
兼
浮

世
絵
集
。
納
札
と
は
社
寺
を
巡
拝

し
た
証
に
自
分
の
名
前
な
ど
を
書

い
た
札
を
納
め
た
も
の
で
、
千
社

札
と
も
言
い
ま
す
。

　

浮
世
絵
は
歌
川
芳
員
の
「
東
海

道
五
十
三
次
」(
お
も
し
ろ
東
海

道
)
を
、
版
を
新
た
に
し
て
編
集

し
て
い
ま
す
。
軽
妙
な
画
風
が
好

ま
れ
て
復
刻
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

冊
子
の
後
半
に
は
納
札
の
保
存

会
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
図
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
の
頁
は
「
ス
タ
ー
ル
博

士
二
十
五
年
祭
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
ス
タ
ー
ル
博
士
の
没
後
二
十

五
年
を
記
念
し
て
催
さ
れ
た
会
の

納
札
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

ス
タ
ー
ル
博
士
と
は
フ
レ
デ

リ
ッ
ク
・
ス
タ
ー
ル
(
一
八
五
四

―

一
九
三
三
)
の
こ
と
で
、
シ
カ

ゴ
大
学
で
は
人
類
学
を
担
当
し
て

い
ま
し
た
。
日
本
文
化
の
研
究
者

で
も
あ
り
、「
納
札
会
」
と
い
う

グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
て
い
ま
し

た
。
ス
タ
ー
ル
博
士
は
毎
月
の
会

合
や
大
会
に
も
熱
心
に
参
加
し
、

日
本
各
地
の
神
社
仏
閣
に
「
壽
多

有
」
と
書
か
れ
た
納
札
を
貼
っ
て

い
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
「
お
札
博
士
」
と
し
て
も
親

し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

昭和でも大人気？ おもしろ東海道

▲下段左から四番目の短冊に 『スタール博士二十五年祭』 とある ▲最後の 「京」 までいくと次のページからは保存会の会合で配られていたと思われる引札となる。

両
図
と
も
に　
納
札
保
存
会

(
歌
川
芳
員
原
画
)
「
東
海
道
五
十
三
次

(
後
摺
り
画
帖
)
」

歌川芳員 「元弘二年五月新田義貞鎌倉合戦」 嘉永 5-6 年 (1852-53)

▲
鎌
倉
時
代
の
元
弘
の
乱
(
一
三
三
一—

三
三
)
に
際
し
、
新
田
義
貞
に
よ
る
鎌

倉
攻
め
(
鎌
倉
合
戦
)
の
様
子
を
描
い

た
武
者
絵
。
左
端
の
新
田
義
貞
ら
の
攻

撃
を
鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
家
内
管
領
の

長
崎
勘
解
由
左
衛
門
為
基

(
右
端
)
が

稲
村
ガ
崎
辺
り
で
迎
え
撃
つ
図
で
す
。
為

基
の
持
つ
大
太
刀
は
「
面
影
」
と
名
付

け
ら
れ
た
名
刀
で
す
。



図１　歌川国芳 「朧月　猫のさうし」 二編上下 （表紙）
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国
芳
は
芳
員
の
師
匠
で
、
今
回

の
「
お
も
し
ろ
東
海
道
」
に
も
見

ら
れ
る
擬
人
化
の
図
を
よ
く
手
掛

け
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中

で
も
幕
末
の
人
気
戯
作
者
で
あ
る

山
東
京
山
と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
刊

行
し
た
草
双
紙
「
朧
月　

猫
の
さ

う
し
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
天
保

十
三
年—

嘉
永
二
年
(
一
八
四
二—

四
九
)
に
発
行
さ
れ
た
本
作
は
駆

け
落
ち
し
た
猫
の
波
瀾
万
丈
な
一

生
を
描
い
て
い
ま
す
。
猫
は
普
通

の
動
物
の
よ
う
に
描
か
れ
た
り
擬

人
化
で
描
か
れ
た
り
。
豊
か
な
表

現
で
物
語
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▶『
朧
月　

猫
の
さ
う
し
』
は
鎌
倉
が
舞
台
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

右
側
に
は
西
行
法
師
が
源
頼
朝
に
贈
ら
れ
た
銀

製
の
猫
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

左
側
に
は
鎌
倉
の
滑
川
で
、
漁
師
が
息
子
と
鯉

(
と
思
っ
て
い
た
ら
実
は
お
こ
ま
)
を
獲
っ
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
漁
師
は
図
４
で
は
画
面
の
右
側
で

食
事
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
息
子
は
真
ん
中
で

豆
腐
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

芳
幾
は
国
芳
の
弟
子
、
つ
ま
り
芳
員
と
同
門
の
浮
世
絵
師
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
聞
錦
絵
を
手
掛
け
た
こ
と
で
有
名
な
絵
師
で
す
が
、
こ
こ
て
ご
紹
介
す
る
の
は
「
お
も

し
ろ
東
海
道
」
に
も
何
図
か
登
場
す
る
、
弥
次
喜
多
が
主
役
の
東
海
道
中
膝
栗
毛
の
図
。

愉
快
な
珍
道
中
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
そ
の
中
か
ら
愉
快
な
妖
怪
が
描
か
れ
た
「
水
口
」
と
、
芳
員
の
「
お
も
し
ろ
東

海
道
」
と
似
た
図
が
描
か
れ
た
「
桑
名
」
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。

図２　歌川国芳 「朧月　猫のさうし」 二編下

図３　歌川国芳 「朧月　猫のさうし」 二編上図４　歌川国芳 「朧月　猫のさうし」 二編下

▶
こ
ま
は
と
ら
と
駆
け
落
ち
し
た
先
で
生
き

別
れ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
名
家
の
娘

で
あ
る
撫
子
姫
の
猫
と
し
て
飼
わ
れ
る
こ
と

に
。

　

し
か
し
、
こ
ま
は
そ
こ
で
粗
相
を
し
て
追

い
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

▶
そ
の
後
貧
乏
な
漁
師
の
家
に
拾
わ
れ
た
こ

ま
が
「
あ
の
裕
福
な
生
活
は
よ
か
っ
た
な
ぁ
」

と
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
ま
す
。

左
上
拡
大

落合芳幾 「東海道中栗毛弥次馬 水口」落合芳幾 「東海道中栗毛弥次馬 水口」 （部分）

落合芳幾 「東海道中栗毛弥次馬 桑名」歌川芳員 「東海道五十三次内 桑名」

▲この妖怪は「豆腐小僧」といいます。妖怪というと何か悪さをしたり人間を脅かしたり、そんな様子を想像
されるかもしれませんが、豆腐小僧はただ豆腐を持って現れるだけ。

　実は多くの錦絵や絵本などにも登場しており、一つ目とは限りませんが、豆腐は必ず持っています。ちなみ

に上のコーナーでご紹介した『朧月　猫のさうし』二編下（図４）にもなんとなくこの妖怪を匂わせるような

人がいます。

▲芳幾の「東海道中栗毛弥次馬」の桑名では「その手は桑名の
焼蛤」（その手は食 ( く ) わない、の洒落 ) にかけた図となって

います。食い意地のはった喜多さんが、店先で大きなハマグリ

を選ぶと、その手ごとくわれてしまいます。

▲芳員の「東海道五十三次内」では「雀蛤となる」
という秋の季語を表したものが描かれています。「寒

い時期、に雀が少ないのは、海で蛤になっているため」

と考えられていたそうです。

◀　
水
口

桑
名

　

今
回
は
全
七
編
の
う
ち
、
第
二

編
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ち
な
み
に

図
１
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
な
表

紙
は
ま
だ
天
保
の
改
革
で
取
り
締

ま
り
が
行
わ
れ
る
前
の
も
の
。
こ

の
後
の
第
三
編
か
ら
、
取
り
締
ま

り
が
厳
し
く
な
り
、
役
者
に
似
せ

た
顔
は
禁
止
、
豪
奢
な
装
飾
も
禁

止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。



図４　「江の島弁天岩屋内部」 明治三十三年ー昭和８年

（１９００ ‐ ３３） 頃

図３　「江ノ島鮑取」 明治三十三年ー四十年

（１９００ ‐ ０７） 頃

図５　「（相州名所） 江の島神社入口」 明治三十三年ー大正七年

（１９００ ‐ １８） 頃

　

江
の
島
絵
は
が
き
は
明
治
時
代
か
ら
発
行
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
日
本
で
は
官
製
は
が
き
が
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)

か
ら
発
行
さ
れ
、
私
製
は
が
き
も
明
治
三
十
三
年
か
ら
使

用
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
製
は
が
き
の
発
行
許
可
を

き
っ
か
け
に
名
所
は
が
き
、
美
人
絵
は
が
き
、
年
賀
は
が

き
な
ど
様
々
な
絵
は
が
き
が
作
ら
れ
、
江
の
島
絵
は
が
き

も
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

江
の
島
絵
は
が
き
は
名
勝
地
と
し
て
の
江
の
島
や
、
江

の
島
の
風
俗
な
ど
を
題
材
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
浮

世
絵
と
非
常
に
似
た
構
図
の
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
中

で
も
江
の
島
全
景
を
と
ら
え
た
構
図
(
図
１
)
と
七
里
ガ

浜
か
ら
江
の
島
を
望
む
構
図
(
図
２
)
は
浮
世
絵
と
ほ
ぼ

変
わ
ら
な
い
絵
は
が
き
の
構
図
で
す
。
し
か
し
、
江
の
島

絵
は
が
き
に
は
浮
世
絵
に
は
な
い
構
図
も
見
ら
れ
ま
す
。

江
の
島
絵
は
が
き
は
江
の
島
浮
世
絵
の
影
響
を
強
く
受
け

つ
つ
も
、
独
自
の
構
図
も
新
し
く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

図
１
の
江
の
島
全
景
と
江
の
島
に
続
く
砂
州
を
描
い
た

構
図
は
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
あ
り
ま
す
が
、
江
の
島
浮
世

絵
の
定
番
で
す
。
浮
世
絵
で
は
名
所
絵
と
し
て
江
の
島
が

主
題
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
江
の
島
詣
に
訪

れ
た
美
人
を
描
い
た
美
人
画
の
背
景
で
も
描
か
れ
ま
す
。

絵
は
が
き
で
は
海
岸
に
い
る
人
物
を
写
し
て
い
る
も
の
も

あ
り
ま
す
が
、
名
所
絵
と
同
じ
よ
う
に
江
の
島
を
美
し
い

風
景
と
し
て
主
題
に
し
て
い
ま
す
。

　

図
２
は
七
里
ガ
浜
か
ら
の
江
の
島
の
構
図
で
す
。
左
手

に
江
の
島
、
右
手
に
海
岸
、
そ
し
て
間
に
富
士
山
が
見
え

る
構
図
は
非
常
に
多
く
の
浮
世
絵
に
見
ら
れ
ま
す
。
実
際

の
風
景
で
は
、
富
士
山
は
海
岸
と
重
な
っ
て
い
ま
す
が
、

浮
世
絵
で
は
構
成
を
見
栄
え
よ
く
す
る
た
め
に
富
士
山
の

位
置
を
江
の
島
と
海
岸
の
間
に
変
更
す
る
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
絵
は
が
き
で
も
同
じ
よ
う
に
ず
ら
し
て
手
で
加

江
の
島
絵
は
が
き
と
浮
世
絵

図
１　
「
江
ノ
島
全
景
」
明
治
三
十
三
年
ー
大
正

７
年

(
一
九
〇
〇
ー
一
九
一
八
)
頃

図
２　
「
(
江
之
島
名
所
)
七
里
ヶ
浜
」

昭
和

(
一
九
二
六
ー
一
九
八
九
)
初
期

藤沢市　藤澤浮世絵館　浮世絵館だより 2021 年 ( 令和 3 年 )　10 月　WEB 版

筆
さ
れ
た
富
士
山
を
配
置
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

鮑
取
り
の
構
図
(
図
３
)
は
浮
世
絵
と
同
じ
題
材
を
扱
い

つ
つ
も
、
浮
世
絵
に
は
な
い
構
図
の
一
例
で
す
。
鮑
取
り
は

　

同
じ
よ
う
に
図
４
の
江
の
島
岩
屋
も
浮
世
絵
と
共
通
す
る

題
材
で
あ
り
な
が
ら
構
図
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
江
の
島
弁

才
天
を
ま
つ
る
岩
屋
は
浮
世
絵
に
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、

岩
屋
の
中
を
描
く
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
岩
屋
に
入
っ
て

い
く
人
々
や
ぽ
っ
か
り
空
い
た
洞
窟
な
ど
、
外
か
ら
見
た
様

子
が
大
半
を
占
め
ま
す
。
一
方
、
絵
は
が
き
で
は
こ
れ
ま
で

描
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
岩
屋
の
中
を
捉
え
た
も
の
が
多

く
存
在
し
ま
す
。
江
戸
時
代
は
神
聖
な
場
所
と
し
て
内
部
が

直
接
描
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
岩
屋
本
宮
を
明
治
に
な
っ

て
明
確
に
描
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
江
の
島
の
風
俗
と
し
て
浮
世
絵
に
も
頻
繁
に
描
か
れ
る
題
材

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
浮
世
絵
で
は
ほ
ぼ
女
性
の
海
女
を
描

い
た
も
の
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
絵
は
が
き
は
男
性
の
海

士
を
写
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
江
の
島
に
女
性
の
海
女
は

存
在
し
て
お
ら
ず
、
男
性
の
海
士
が
鮑
取
り
を
生
業
と
し
て

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
浮
世
絵
で
は
女
性
の
海
女
に
置
き
換

え
て
、
美
人
画
と
し
て
見
立
て
て
い
ま
す
。

 

浮
世
絵
と
の
違
い

　

一
方
、
絵
は
が
き
独
自
の
構
図
も
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
は
江

の
島
島
内
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。
江
の
島
の
岩
屋
や
鮑

取
り
の
様
子
な
ど
は
浮
世
絵
で
も
描
か
れ
て
き

ま
し
た
が
、
図
５
の
よ
う
に
島
内
の
人
々
の
暮

ら
し
を
思
わ
せ
る
構
図
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
浮
世
絵
で
は
江
の
島
を
名
所
と
し

て
認
識
す
る
た
め
、
外
か
ら
江
の
島
を
見
る
構

図
な
ど
江
の
島
と
認
識
し
や
す
い
構
図
が
好
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
絵
は
が
き
で
は

江
の
島
神
社
や
鳥
居
か
ら
島
を
の
ぞ
き
込
む
構

図
な
ど
新
し
い
構
図
が
誕
生
し
ま
す
。
景
勝
地

と
し
て
の
江
の
島
が
、
観
光
地
と
し
て
島
内
に

も
興
味
が
向
け
ら
れ
て
い
く
過
程
で
生
ま
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

江
の
島
絵
は
が
き
に
は
、
浮
世
絵
の
名
所
絵

で
培
わ
れ
た
、
江
の
島
を
美
し
く
眺
め
る
視
点

と
い
う
根
本
的
要
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
浮
世
絵
か
ら
絵
は
が
き
と
い
う
新
し

い
媒
体
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
加
え
、
観

光
地
と
し
て
の
江
の
島
内
部
へ
の
関
心
を
反
映

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
ん
せ
い

し
せ
い

さ
す

も
う
で

あ
わ
び
と

あ
ま

あ

ま

な
り
わ
い

つ
ち
か

  
江
の
島
絵
は
が
き
の
始
ま
り
と
特
徴
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