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衣
食
住
の
移
り
変
わ
り

衣
食
住
は
人
の
生
活
の
上
で
重
要
な
役
割
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
藩
政
時
代
は
質

素
倹
約
を
強
い
ら
れ
た
り
、
特
別
な
生
活
制
限
を
受
け
た
り
し
た
。
そ
の
た
め
に
生

活
文
化
の
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
明
治
の
文
明
開
化
を
境
に
洋
風
が
取
り
入

れ
ら
れ
、
更
に
終
戦
後
の
変
化
と
流
行
の
た
め
に
、
生
活
様
式
全
般
が
急
変
し
た
。

一
衣

生

活

1

衣

衣
服
は
晴
れ
着
、
ふ
だ
ん
着
、
労
働
着
に
区
分
さ
れ
る
。
晴
れ
着
は

「
ヨ
ソ
イ

キ
」
、
「
イ
ッ
チ
ョ
ウ
ラ
イ
」
な
ど
と
い
い
、
儀
式
な
ど
に
着
る
着
物
だ
が
、
自
給
自

足
の
長
か
っ
た
時
代
に
は
木
綿
が
普
通
で
あ
っ
た
。
各
家
庭
に
は
足
踏
み
の
織
機
が

備
え
付
け
て
あ
っ
て
、
農
家
の
婦
人
は
一
四
、
五
歳
か
ら
綿
で
糸
を
引
き
、
そ
れ
を

か
せ
に
し
て
紺
屋
で
染
色
し
て
、
地
機
で
織
っ
た
手
織
木
綿
を
だ
れ
も
愛
用
し
た
。

地機で織った着物

こ
の
木
綿
が
出
現

す
る
ま
で
は
麻
や
コ

ウ
ゾ
、
フ
ジ
な
ど
の

茎
皮
繊
維
を
と
り
、

そ
れ
を
細
か
く
さ
い

て
糸
に
つ
む
ぎ
、
機

に
か
け
て
織
っ
て
い

た
。
着
物
に
す
る
に
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は
た
い
へ
ん
な
労
力
が
か
か
り
、
ご
わ
ご
わ
し
て
肌
ざ
わ
り
も
悪
か
っ
た
。
そ
の
点
、

木
綿
は
肌
ざ
わ
り
も
や
わ
ら
か
く
、
あ
た
た
か
で
、
し
か
も
染
め
が
容
易
で
あ
る
た

め
、
一
般
に
愛
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

久
万
町
に
も
明
治
三
九
年
ご
ろ
よ
り
紡
績
会
社
が
で
き
、
糸
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
で
き
は
じ
め
た
。
な
お
織
物
会
社
が
変
わ
っ
た
反
物
を
市
販
し
始
め
衣
類
の
様
相

も
変
わ
っ
て
き
た
。

大
正
三
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
よ
り
、
捺
染
衣
類
が
出
回
り
、

値
段
が
安
い
た
め
流
行
し
た
。

京
都
の
西
陣
織
と
か
、
秩
父
織
・
大
島
か
す
り
な
ど
、
絹
織
物
も
こ
の
こ
ろ
盛
ん

に
販
売
さ
れ
、
松
山
市
に
も
大
呉
服
店
が
町
ご
と
に
で
き
た
。
こ
の
戦
争
で
日
本
に

も
好
景
気
が
訪
れ
、
衣
食
住
も
ぜ
い
た
く
に
な
っ
て
捺
染
の
よ
う
な
安
物
で
満
足
せ

ず
、
高
級
な
織
物
に
人
気
が
集
ま
っ
た
。

晴
れ
着
は
、
正
月
・
盆
・
祭
礼
な
ど
に
当
た
っ
て
新
調
す
る
の
が
な
ら
わ
し
で

あ
っ
た
。
新
し
い
着
物
の
着
初
め
に
は
、
氏
神
様
に
参
る
と
か
、
そ
で
通
し
を
す
る

と
か
し
た
。
ふ
だ
ん
着
は
晴
れ
着
の
古
く
な
っ
た
の
を
お
ろ
し
、
更
に
労
働
着
に
更

生
し
た
。

男
子
の
労
働
者
は
上
衣
は
筒
そ
で
、
下
は

「
モ
モ
ヒ
キ
」

で
あ
っ
た
。
冬
の
防
寒

用
に
は
綿
入
れ
の

「
デ
ン
チ
」
を
着
る
。
女
子
の
労
働
着
も
木
綿
の
着
流
し
に
、
腰

巻
き
を
つ
け
、
裾
か
ら
げ
に
前
垂
れ
を
し
た
。
た
も
と
や
平
そ
で
の
場
合
は
、
た
す

き
を
掛
け
て
、
そ
で
を
引
き
あ
げ
、
手
に
は
手
お
い
、
あ
る
い
は
腕
抜
き
を
あ
て
た
。

モ
ン
ペ
・
ズ
ボ
ン
姿
に
変
わ
っ
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
中
か
ら
で
あ
る
。
婦
人
の
仕

事
姿
の
エ
プ
ロ
ン
が
げ
は
、
た
す
き
と
前
垂
れ
の
兼
用
姿
で
あ
る
。
な
お
、
男
女
と

も
洋
服
が
普
及
し
た
の
も
戦
争
中
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
四
七



第
三
編

民
俗
文
化

みのか さ(タクロバチ)

昭
和
一
二
、
三
年
ご
ろ
ま
で
和
服

の
時
代
が
続
い
た
が
、
支
那
事
変
の

ぼ
っ
発
に
よ
り
軍
の
指
導
で
青
年
学

校
が
軍
服
に
似
た
制
服
を
着
用
し
始

め
た
。
こ
れ
が
順
次
労
働
着
に
も
ひ

ろ
ま
り
、
一
般
に
も
活
動
的
な
た
め
、

普
及
し
て
い
っ
た
。
戦
時
中
は
こ
の

服
装
に
ゲ
ー
ト
ル
姿
で
な
い
と
非
国

民
と
い
わ
れ
た
。
昭
和
二
〇
年
八
月

の
終
戦
と
と
も
に
、
一
時
は
軍
政
出

物
資
と
し
て
軍
服
が
出
回
っ
た
け
れ

ど
も
、
衣
類
が
豊
富
に
な
る
と
と
も

に
、
洋
服
が
流
行
し
始
め
今
で
は
洋
服
化
し
た
と
い
え
る
。
が
、
最
近
は
若
い
女
の

人
の
和
服
が
ブ
ー
ム
を
呼
び
成
人
式
(
一
月
一
五
日
)
な
ど
に
華
や
か
す
ぎ
て
問
題
と

さ
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。

農
作
業
な
ど
の
か
ぶ
り
物
に
は
手
ぬ
ぐ
い
が
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
た
。
男
子
は
ほ

お
か
ぶ
り
、
は
ち
ま
き
、
女
子
は
ね
え
さ
ん
か
ぶ
り
に
す
る
。
ま
た
笠
も
用
い
ら
れ

た
。
戦
争
中
は
、
竹
皮
を
集
め
て
「
タ
ク
ロ
バ
チ
」
(
タ
コ
ロ
バ
チ
)
の
作
り
方
の
講
習

も
、
各
地
で
行
わ
れ
た
。
今
は
、
き
ょ
う
ぎ
帽
や
麦
わ
ら
帽
子
に
な
っ
て
い
る
。
雨

天
に
は
、
み
の
笠
を
つ
け
た
が
、
今
は
か
っ
ば
の
着
用
が
多
く
、
上
下
式
で
カ
ス
リ

模
様
で
フ
ー
ド
(
帽
子
)

つ
き
の
も
の
も
あ
る
。

2

は

き

も

の

は
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
ぞ
う
り
(
草
履
)
を
普
段
は
用
い
た
。
遠
出
や
農
作
業
に
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は
わ
ら
じ
(
草
鞋
)
を
は
い
た
。
ま
た
雪
道
に
は
凍
傷
を
防
ぐ
た
め
、
わ
ら
長
ぐ
つ
を

作
り
使
用
し
た
。

げ

た

す
べ
て
自
家
製
で
、
材
料
も
、
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
・
松
な
ど
に
、
わ
ら
・
し
ゆ
ろ
の

鼻
緒
を
す
げ
て
は
い
て
い
た
。
明
治
二
八
年
日
清
戦
争
後
に
鼻
緒
製
造
業
者
が
現
れ
、

布
製
の
鼻
緒
が
店
頭
に
出
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
自
家
製
造
で
あ
っ
た
げ
た
も
、
そ
の

こ
ろ
か
ら
業
者
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
三
九
年
、
日
露
戦
争
後
急
速
に
げ
た
類
に
変
革
が
起
き
、
さ
し
は
ま
げ
た
、

向
こ
う
皮
つ
き
、
ひ
ょ
り
げ
た
な
ど
が
流
行
し
始
め
た
。
大
き
な
白
鼻
緒
に
大
き
な

さ
し
は
ま
げ
た
を
は
い
て
、
大
道
を
闊
歩
す
る
青
年
の
姿
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
、
昭
和
一
〇
年
ご
ろ
ま
で
大
流
行
し
た
。

ぞ

う

り

雨
の
ふ
ら
ぬ
日
は
、
ぞ
う
り
で
あ
っ
た
。
夜
な
べ
に
わ
ら
を
う
っ
て
、
各
自
で
製

造
し
、
鼻
緒
の
部
分
に
は
古
い
布
を
引
き
さ
い
て
、
巻
き
つ
け
て
い
る
の
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
麻
裏
ぞ
う
り
、
せ
っ
た
と
い
わ
れ
る
高
級
品
も
出
回
っ
た
。

わ

ら

じ

わ
ら
じ
は
、
大
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
、
大
正
の
初
め
ご
ろ
地
下
足
袋
が
で
き
る
ま
で
、

旅
を
す
る
に
も
、
山
仕
事
を
す
る
に
も
、
使
用
さ
れ
た
。
今
で
も
と
き
ど
き
見
か
け

る
が
お
お
か
た
姿
を
消
し
た
。

た

び

も
め
ん
た
び
は
、
大
昔
よ
り
あ
っ
た
ら
し
い
。
明
治
三
七
年
ご
ろ
ま
で
は
、
ひ
も

つ
き
で
あ
っ
た
が
、
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
、
現
在
の
よ
う
な
コ
ハ
ゼ
つ
き
に
改

良
さ
れ
た
。
普
段
は
三
つ
コ
ハ
ゼ
の
た
び
を
使
用
し
、
訪
問
着
の
と
き
は
四
つ
コ
ハ



ゼ
の
た
び
を
着
け
る
の
が
慣
習
に
な
っ
て
い
た
。

皮
及
び
ゴ
ム
製
く
つ

皮
製
く
つ
は
、
文
明
開
化
で
外
国
と
の
交
易
が
始
ま
っ
て
か
ら
日
本
に
は
い
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
官
公
吏
が
洋
服
に
な
り
、
軍
隊
が
増
強
さ
れ
始
め
て
か
ら
順
次

普
及
さ
れ
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ム
ぐ
つ
は
昭
和
初
期
よ
り
入
り
始
め
た
。
最

初
は
全
く
の
ゴ
ム
だ
け
で
、
く
つ
下
で
も
は
い
て
い
な
い
か
ぎ
り
く
つ
ず
れ
を
し
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
上
は
布
製
、
底
は
ゴ
ム
と
い
う
現
在
の
よ
う
な
ズ
ッ
ク
ぐ
つ
が

出
る
よ
う
に
な
っ
た
。

わ

ら

ぐ

つ

昔
は
、
か
な
り
の
大
雪
が
あ
っ
た
。
冬
の
間
仕
事
が
で
き
な
い
の
で
猟
に
出
か
け

る
が
、
道
幅
も
狭
く
、
道
も
急
な
上
に
わ
ら
じ
で
は
雪
や
け
、
凍
傷
に
か
か
る
た
め
、

考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
わ
ら
で
作
っ
た
長
ぐ
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
な
り
の
技
術

を
要
す
る
た
め
、
こ
れ
が
作
れ
る
も
の
は
組
内
で
も
、
二
、
三
人
し
か
い
な
か
っ
た
。

ま
た
簡
単
な
も
の
に
、
ね
じ
か
け
と
い
っ
て
、
わ
ら
じ
の
先
に
指
先
を
お
お
う
も

の
を
わ
ら
で
作
っ
て
つ
け
た
り
し
た
が
、
こ
れ
で
も
結
構
保
温
が
で
き
た
と
い
う
。

雨

具

農
民
や
労
働
者
は
、
雨
具
と
し
て
み
の
や
笠
を
用
い
て
雨
の
中
で
働
い
て
い
た
。

し
か
し
、
ふ
だ
ん
外
出
の
と
き
は
油
紙
で
作
っ
た
雨
傘
を
さ
し
て
、
高
げ
た
を
は
い

た
。
支
那
事
変
の
始
ま
っ
た
こ
ろ
よ
り
、
油
類
の
不
足
が
目
立
ち
、
代
用
品
を
使
う

よ
う
に
な
り
、
洋
傘
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
後
洋
傘
の
利
用
者

が
ふ
え
、
雨
傘
の
売
れ
行
き
が
悪
く
な
り
、
製
造
業
者
も
ぼ
つ
ぼ
つ
姿
を
消
し
た
。

ま
た
、
労
働
用
雨
具
も
ビ
ニ
ー
ル
製
の
雨
が
っ
ば
が
普
及
し
、
み
の
や
笠
は
全
然
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
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二

食

生

活

1

た

べ

も

の

農
家
の
食
生
活
は
質
素
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
主
食
は
米
麦
半
々
が
上
食
で
、
ま

ず
し
い
家
で
は
、
米
三
、
麦
七
の
割
合
か
、
四
分
六
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ト
ウ
キ
ど

の
挽
き
割
り
に
、
米
を
入
れ
た
も
の
も
常
食
と
し
て
い
た
。
だ
い
た
い
冬
は
ト
ウ
キ

ビ
、
夏
は
麦
(
丸
麦
)
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
、
か
ゆ
、
雑
炊
な
ど
も
た
べ
た
。
米

は
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
や
た
ら
に
米
の
め
し
は
た
べ
な
か
っ
た
。

年
に
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い

「
紋
日
」

だ
け
に
米
の
め
し
を
食
べ
た
。
こ
の

「
紋

日
」

に
は
、
餅
・
団
子
・
す
し
・
ご
も
く
め
し
な
ど
を
よ
く
つ
く
っ
た
。
こ
の
た
め
、

「
紋
日
」

を
お
と
な
も
子
供
も
楽
し
み
に
待
っ
て
い
た
。

大
正
七
年
に
米
価
が
暴
騰
し
、
各
地
で
米
騒
動
が
起
こ
っ
た
。

そ
の
年
の
一
一
月
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
休
戦
に
な
る
と
、
次
第
に
白
米
食
が
多

く
な
り
、
ぜ
い
た
く
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
支
那
事
変
、
太
平
洋
戦
争
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
続
い
た
が
、
軍
の
命
令
に

ょ
っ
て
白
米
食
が
禁
じ
ら
れ
、
粉
食
、
雑
穀
混
入
、
野
菜
そ
の
他
の
代
用
食
を
摂
る

よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
も
二
年
余
り
は
配
給
制
度
に
よ
る
代
用
食
を
し
い
ら
れ
、
ま

た
、
外
米
の
配
給
を
受
け
、
ネ
バ
リ
の
な
い
ボ
ソ
ボ
ソ
し
た
米
を
よ
く
た
べ
、
白
米

食
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
八
年
ご
ろ
か
ら
よ
う
や
く
米
食

が
意
の
ま
ま
に
な
り
始
め
、
今
日
で
は
雑
穀
混
入
を
し
て
い
る
家
庭
は
少
な
い
。

「
も
ち
」

に
つ
い
て
も
、
農
家
の
生
活
の
知
恵
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

正

月

三

月

お

年

玉

(
か
さ
ね
も
ち
)

節

供

(
ひ
し
も
ち
)
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岸

(
ぼ
た
も
ち
)

供

(
か
し
わ
も
ち
)

岸

(
お

は

ぎ
)

副
食
物
は
、
「
お
か
ず
」

「
お
さ
い
」
と
い
っ
て
、
主
と
し
て
野
菜
で
あ
る
。
魚
や

肉
な
ど
ほ
日
常
食
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
祭
り
、
節
季
、
正
月
に
は

「
無
塩
」

と
称
す
る
生
ざ
か
な
を
た
べ
て
い
た
。

牛
肉
は
た
べ
な
い
も
の
と
し
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
年
二
、
三
回
た
べ
る
の

は
よ
い
ほ
う
で
あ
っ
た
。

野
菜
は
、
ダ
イ
コ
ン
・
カ
ブ
・
タ
カ
ナ
・
ゴ
ボ
ウ
・
ニ
ン
ジ
ン
・
ネ
ギ
・
サ
ト
イ

モ
・
ウ
リ
・
カ
ボ
チ
ャ
・
ナ
ス
な
ど
で
あ
る
。
ワ
ラ
ビ
・
ゼ
ン
マ
イ
・
フ
キ
な
ど
山

に
自
然
に
生
え
る
も
の
を
つ
み
取
り
、
ゆ
で
て
乾
し
て
保
存
し
、
年
中
必
要
に
応
じ

て
食
べ
た
も
の
で
、
平
野
部
で
は
想
像
も
で
き
な
い
山
の
幸
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ウ

ド
・
タ
ラ
の
芽
も
重
宝
が
ら
れ
る
副
食
物
で
あ
っ
た
。

馬
鈴
し
ょ
が
、
当
地
に
移
入
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
九
年
か
四
〇
年
ご
ろ
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
は
支
那
い
も
と
い
う
馬
鈴
し
ょ
の
一
種
が
あ
っ
た
が
、
粒
が
小
さ
く
、

野
良
生
え
程
度
の
も
の
で
今
の
馬
鈴
し
ょ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

今
日
で
は
馬
鈴
し
ょ
ば
副
食
物
中
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
ほ
ど
に
栽
培
さ
れ
、
各

家
庭
の
必
需
品
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
野
菜
類
が
主
で
あ
っ
て
、
魚
類
は
川
魚
を
捕
獲
し
て
た
べ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
海
の
魚
は
、
干
魚
、
塩
づ
け
魚
な
ど
年
二
、
三
回
た
べ
る
の
が
普
通
家

庭
で
、
年
中
だ
べ
ら
れ
な
い
人
の
方
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
三
九
年
、
日
露
戦
争
後
、
我
が
国
が
世
界
の
一
等
国
に
列
し
た
と

い
う
の
で
、
に
わ
か
に
活
気
づ
き
、
ま
ず
体
格
の
向
上
、
教
育
の
振
興
が
強
く
叫
は

一
五
〇

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
然
に
魚
や
肉
な
ど
が
普
及
し
、
久
万
町
に
も
鮮
魚
店
が
で

き
た
。
三
津
の
朝
市
で
仕
入
れ
、
人
夫
の
肩
で
運
ん
で
、
昼
前
に
は
、
町
内
を
売
り

歩
く
と
い
う
盛
況
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
各
家
庭
で
も
鮮
魚
が
ふ
だ
ん
の
食
膳

に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
購
買
力
が
で
き
た
の
も
、
戦
勝
後
、
海
外
貿
易
の
異
常
な
進
展
を
み
て
、
木

材
、
薪
炭
類
の
値
上
が
り
、
道
路
網
の
拡
大
な
ど
に
よ
る
収
入
増
加
が
原
因
し
た
の

で
あ
る
。
特
に
昭
和
九
年
ご
ろ
、
貨
物
自
動
車
に
よ
る
鮮
魚
の
運
搬
が
始
ま
っ
て
、

い
っ
そ
う
鮮
魚
の
量
が
増
し
、
価
格
も
安
く
な
っ
た
の
で
、
ま
す
ま
す
需
要
者
は
ふ

え
て
い
っ
た
。

昭
和
二
〇
年
ご
ろ
の
大
戦
終
了
前
後
は
、
極
度
の
物
資
不
足
に
た
た
ら
れ
、
再
び

野
菜
万
能
に
お
ち
い
っ
た
が
、
数
年
に
し
て
景
気
も
立
ち
直
り
、
主
食
に
つ
れ
副
食

物
も
豊
富
に
な
っ
た
。
昭
和
四
〇
年
に
入
っ
て
は
、
鮮
魚
・
カ
マ
ボ
コ
・
鯨
・
豚

肉
・
鶏
肉
や
各
種
缶
詰
類
が
商
店
街
の
五
割
以
上
に
お
よ
ぶ
商
品
と
し
て
仕
入
れ
ら

れ
、
そ
れ
が
売
れ
行
き
好
調
と
い
う
の
だ
か
ら
、
実
に
ぜ
い
た
く
な
副
食
物
化
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
調
味
料
と
し
て
は
、
み
そ
・
し
ょ
う
ゆ
を
、
農
家
・
非
農
家
を
問
わ
ず
、

自
家
で
製
造
し
た
も
の
だ
っ
た
。

松
山
市
内
に
は
、
二
、
三
の
み
そ
、
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
者
が
あ
っ
た
。
久
万
に
も
、

明
治
三
六
年
ご
ろ
に
は
、
製
造
業
者
が
で
き
た
。
し
か
し
、
大
部
分
の
家
庭
が
自
家

製
造
に
た
よ
っ
て
い
た
。
昭
和
の
初
め
ご
ろ
か
ら
は
、
自
家
製
造
を
や
め
る
者
も
出

て
、
い
つ
し
か
商
品
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
、
県
外
か
ら
の
優
秀
な
商
品
が
店
頭
に
並
び
販
売
さ

れ
る
よ
う
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
、
今
で
は
自
家
用
し
ょ
う
ゆ
を
製
造
す
る
者
は
ほ



と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
。

2

炊
事
道
具

茶
釜
及
び
羽
釜

こ
れ
は
、
遠
い
昔
か
ら
あ
っ
た
ら
し
く
、
各
地
で
富
裕
な
家
庭
で
使
用
さ
れ
て
い

た
。
(
鉄
を
主
と
し
た
も
の
)

茶

種

主
と
し
て
銅
製
で
、
こ
れ
も
茶
釜
と
同
じ
く
、
上
流
の
家
庭
に
あ
っ
た
。
(
銅
に
金

を
混
ぜ
た
も
の
も
あ
っ
た
)

銑

鉄
の
鋳
物
で
、
大
小
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
土
焼
き
も
の
も
あ
り
、
明
治
四
二
、

三
年
こ
ろ
ま
で
は
、
土
釜
を
使
用
し
て
い
た
。

茶

沸

し

明
治
四
四
年
ご
ろ
ま
で
は
主
と
し
て
土
製
で
、
破
損
す
る
と
、
木
灰
を
塗
り
つ
け

修
理
し
て
使
用
し
た
。
大
正
元
年
ご
ろ
よ
り
ほ
う
ろ
う
引
き
に
し
た
も
の
、
ま
た
は

鉄
の
鋳
物
製
が
出
始
め
、
昭
和
五
、
六
年
ご
ろ
よ
り
ア
ル
ミ
製
・
真
鍋
製
な
ど
と

な
り
、
そ
の
後
、
各
種
金
属
製
の
も
の
が
出
た
。

茶

わ

ん

現
在
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
砥
部
焼
き
陶
器
で
あ
る
。

お
か
ず
わ
ん

主
と
し
て
木
製
で
、
何
も
塗
っ
て
な
く
、
「
ロ
ク
ロ
」
で
削
り
っ
ぱ
な
し
の
大
き
な

も
の
を
使
っ
て
い
た
。
お
客
用
と
し
て
、
輪
島
(
石
川
県
)
や
桜
井
(
今
治
市
)
あ
た
り

か
ら
買
っ
た
物
を
使
用
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
一
部
で
一
、
二
戸
に
す
ぎ

ぬ
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
茶
わ
ん
、
お
か
ず
わ
ん
と
も
、
大
正
初
年
ご
ろ
よ
り
順
次
、

第
二
章

衣
食
住
の
移
り
変
わ
り

体
裁
も
改
善
さ
れ
た
も
の
が
流
行
し
始
め
た
。

箸

竹
製
で
、
た
か
き
び
の
実
を
煮
だ
し
た
汁
に
つ
け
て
、
赤
く
着
色
し
た
も
の
を
使

用
し
た
。
そ
れ
に
輪
島
物
什
器
に
漆
塗
り
の
木
製
は
し
を
お
客
用
に
使
用
す
る
家

も
あ
っ
た
。

自
在
さ
ん

天
井
か
ら
な
わ
を
つ
り
下
げ
、
竹
筒
に
梅
の
木
で
作
っ
た
か
ざ
を
通
し
、
そ
れ
に

な
べ
・
羽
釜
・
ど
ぴ
ん
な
ど
を
か
け
て
、
火
を
た
き
、
い
っ
さ
い
の
煮
物
を
作
っ
た
。

こ
の
つ
り
な
わ
に
は
、
は
い
煙
が
付
着
し
、
そ
れ
に
下
で
火
を
た
く
た
め
不
断
に
た

き
火
の
粉
が
つ
き
、
な
わ
を
焼
き
切
っ
て
、
な
べ
・
釜
な
ど
を
い
ろ
り
に
落
と
し
て

割
っ
た
り
、
付
近
に
い
る
者
が
や
け
ど
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
時
に

自在さんといろり

は
火
事
が
起
き
る
場
合
も
あ
っ
て
、

極
め
て
不
便
で
あ
っ
た
が
、
大
昔
か

ら
、
明
治
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
、
農

家
の
九
九
腎
が
、
こ
れ
を
用
い
た
。

大
正
年
間
に
こ
の
自
在
か
ぎ
が
鉄
製

と
な
り
、
昭
和
初
年
ご
ろ
に
は
、
竹

製
は
、
一
〇
%
も
な
い
ぐ
ら
い
に
激

減
し
た
。
今
日
で
は
い
ろ
り
さ
え
な

く
な
っ
た
。

し
p
く

し

杓

子

ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
・
ホ
ウ
の
木
な
ど

を
使
っ
た
自
家
製
が
多
く
、
お
玉
柏

一
五
一
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子
も
「
ロ
ク
ロ
」

で
中
を
削
り
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
日
露
戦
争
後
に
金
属
製

の
も
の
が
ボ
ツ
ボ
ツ
出
始
め
た
。
貝
が
ら
杓
子
も
あ
っ
た
。

桶

類

水
桶
に
は
す
ぎ
材
を
使
い
、
輪
で
締
め
て
、
水
漏
れ
の
せ
ぬ
よ
う
に
作
り
、
毎
年

一
回
定
期
的
に
輪
替
え
を
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
各
地
域
ご
と
に
、
桶
屋
が
二

二
名
い
て
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
。
昭
和
三
八
年
ご
ろ
ま
で
は
桶
屋
が

各
家
庭
を
回
り
修
繕
を
し
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
全
然
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
。

桶
類
も
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
、
昭
和
三
九
年
ご
ろ
よ
り
、
金
属
ま
た
は
ビ
ニ
ー
ル

の
容
器
に
変
わ
り
、
価
格
も
安
く
取
扱
い
も
便
利
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

弁
当
入
れ

藩
政
以
前
の
弁
当
入
れ
は
竹
皮
で
あ
っ
た
。
竹
皮
に
に
ぎ
り
飯
を
包
ん
で
持
っ
て

弁当入れ

行
く
と
い
っ
た
簡
単
な
方
法
が
、

長
く
続
い
た
。

藩
政
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら

「
め
ん
つ
」

が
用
い
ら
れ
た
。

「
め
ん
つ
」

と
い
う
の
は
、
大

き
な
竹
の
表
皮
を
除
き
内
身
を

け
ず
っ
て
火
や
湯
で
あ
た
た
め

一
枚
の
板
の
よ
う
に
伸
ば
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
あ
た
た
め
て
丸

め
、
薄
い
桐
の
板
を
底
に
つ
け

て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
身

と
ふ
た
と
全
く
同
じ
形
の
も
の

一
五
二

を
作
り
、
そ
れ
を
合
わ
せ
て
用
い
た
。
大
き
な
も
の
に
は
一
升
(
二
八
㍑
)
飯
を
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
り
、
大
き
い

「
め
ん
つ
」

を
飯
入
れ
と
し
て
使
用
し
、

小
さ
な
の
を

「
さ
い
め
ん
つ
」

と
い
っ
て
お
か
ず
入
れ
に
使
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
夏
は
弁
当
が
腐
放
し
や
す
い
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、

風
通
し
の
よ
い

「
柳
ご
う
り
」

を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
の
初
め
ご
ろ
に
な
っ
て
、
ア
ル
、
、
二
一
ウ
ム
の
弁
当
箱
が
で
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
あ
ま
り
小
さ
か
っ
た
の
で
も
っ
ぱ
ら
学
童
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
飯
ご
う
な
ど
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
「
め
ん
つ
」
や
「
柳
ご
う
り
」
を
入
れ
て
持
ち
運
ぶ
「
弁

当
は
ご
」

な
ど
が
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
き
、
ア
ル
マ
イ
ト
の
弁
当
箱
が
普
及
し
は

じ
め
た
。
が
、
戦
争
の
た
め
物
資
が
不
足
し
、
木
で
作
っ
た
弁
当
箱
や

「
め
ん
つ
」

が
ま
た
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
二
八
、
九
年
ご
ろ
よ
り
物
資
が
豊
富
に
な
り
、
ア
ル
マ
イ
ト
や
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
弁
当
箱
が
普
及
し
た
た
め
、
「
め
ん
つ
」
や
「
柳
ご
う
り
」
は
完
全
に
姿
を
消
し

た
。

三

住

生

活

久
万
町
に
は
山
林
が
約
一
万
四
〇
〇
〇
㌶
あ
ま
り
あ
る
が
、
そ
の
八
割
は
草
生
地

で
あ
っ
た
。
化
学
肥
料
の
な
か
っ
た
明
治
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
、
田
畑
の
肥
料
は
山

野
の
草
を
刈
り
、
こ
れ
を
肥
料
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
各
家
庭
の
屋
根
は
山
の

「
萱
」

を
用
い
て
い
た
。
民
家
は
も
ち
ろ
ん
、
神
社
・
仏
閣
も
こ
と
ご
と
く
、
萱
ぶ

き
で
あ
っ
た
。

久
万
町
の
商
店
街
に
は
、
か
わ
ら
ぶ
き
も
あ
っ
た
が
、
萱
ぶ
さ
の
家
が
多
く
散
在



し
て
い
た
。

家
を
新
築
す
る
の
に
は
、
ま
ず
鬼
門
と
い
っ
て
、
北
東
に
あ
た
る
方
角
を
入
口
に

す
る
こ
と
を
さ
け
た
。
水
利
・
雪
害
・
風
水
害
の
時
な
ど
を
考
え
て
条
件
の
よ
い
場

所
を
選
ん
だ
。

翌
年
家
を
建
て
る
予
定
地
は
、
節
分
の
前
に
屋
敷
を
造
っ
て
、
シ
メ
縄
を
張
り
、

神
官
の
お
祓
い
を
受
け
、
こ
の
敷
地
を
出
雲
屋
敷
(
神
様
の
土
地
)
と
し
て
お
き
、
分

家
を
建
て
た
。

便
所
や
風
呂
場
は
家
の
外
に
建
て
た
。
こ
れ
は
便
所
の
臭
気
や
、
風
呂
の
火
の
用

心
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
風
呂
は
な
か
な
か
建
て
ら
れ
ず
、
近
所
で
も
ら
い
風

呂
を
し
て
い
た
家
が
多
か
っ
た
。

萱
ぶ
さ
の
家
の
修
繕
は
組
じ
ゅ
う
の
人
が
こ
れ
に
当
た
っ
た
。
萱
刈
り
、
負
い
出

し
、
ふ
き
替
え
と
、
三
日
間
く
ら
い
は
勤
労
奉
仕
を
し
た
。
こ
の
ふ
き
替
え
手
伝
い

に
は
、
縄
を
組
内
で
は
二
房
(
二
男
は
五
〇
尋
。
お
と
な
の
両
手
を
い
っ
ぱ
い
に
の
は
し

て
、
こ
の
大
き
さ
を
一
尋
と
し
た
)
組
外
で
は
二
五
尋
(
半
房
)
を
持
っ
て
行
く
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。

明
治
一
二
、
三
年
ご
ろ
ま
で
、
か
や
場
や
草
生
地
が
多
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
植

林
も
盛
ん
に
な
り
、
は
げ
山
、
草
生
地
に
.
は
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
の
苗
木
を
植
え
た
。
明

治
二
五
年
に
四
国
新
道
の
で
き
る
ま
で
は
、
車
道
は
な
く
、
交
通
が
不
便
で
、
林
産

物
の
販
路
も
開
け
ず
、
山
林
に
は
巨
木
が
多
く
、
家
屋
を
建
て
る
材
は
極
め
て
豊
富

で
あ
っ
た
た
め
、
家
屋
は
大
型
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
家
族
数
と
も
に
ら

み
合
わ
せ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
平
均
四
間
に
七
間
く
ら
い
と
み
て
よ
い
。
柱
も

五
寸
五
分
角
、
そ
れ
に
尺
か
ら
尺
一
寸
角
の
ケ
ヤ
キ
の
大
黒
柱
を
用
い
て
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
萱
ぶ
き
屋
根
に
あ
ら
削
り
の
堅
ろ
う
な
不
体
裁
な
家
で
長
い
間
し

第
二
章

衣
食
住
の
移
り
変
わ
り

ん
ぼ
う
し
た
民
家
も
、
し
だ
い
に
屋
根
を
萱
か
ら
か
わ
ら
に
替
え
て
い
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
は
、
特
に
通
風
や
採
光
を
考
え
た
軽
便
な
家
が
建
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
軽
便
な
家
屋
は
、
管
理
が
容
易
で
あ
り
、
保
健
に
も
よ
く
、
し
か

も
、
経
済
的
負
担
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
代
に
最
も
適
し
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
経
済
生
活
が
安
定
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
急
激

に
改
造
や
新
築
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
昭
和
四
〇
年
ご
ろ
に
な
る
と
農
村
の
住
宅

も
文
化
的
に
な
っ
て
き
た
。
一
般
で
も
耐
火
構
造
の
家
屋
が
目
立
ち
は
じ
め
た
。
建

築
材
料
も
安
く
、
丈
夫
で
、
体
裁
の
よ
い
も
の
と
な
り
、
豪
華
な
も
の
も
建
て
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
住
宅
不
足
は
深
刻
で
政
府
は
昭
和
四
一
年
度
よ

り
互
か
年
計
画
で
、
一
世
帯
一
住
宅
を
目
標
に
建
設
を
す
ず
め
て
い
る
が
、
本
町
で

も
町
営
住
宅
へ
の
入
居
は
希
望
者
の
半
数
を
満
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
昭

和
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
初
め
に
か
け

て
明
神
・
畑
野
川
・
直
瀕
・
父
二
峰

に

「
3
D
K
」

の
町
営
住
宅
が
次
々

と
建
て
ら
れ
、
住
宅
事
情
は
著
し
く

改
善
さ
れ
た
。

萱葺きの家
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