
作
）
の
場
面
は
、
奈
良
時
代
後
期
の

紀
伊
国
（
現
在
の
和
歌
山
県
）
で
あ

る
。
猟
師
の
家
に
脚
の
付
い
た
大
き

な
平
坦
面
の
俎
板
が
据
え
て
あ
り
、

猟
師
が
獲
物
の
鹿
を
調
理
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

男
は
左
手
に
箸
を
持
ち
、
俎
板
の

右
端
に
は
庖
丁
が
置
か
れ
て
い
る
。

俎
板
の
上
で
鹿
を
解
体
し
た
の
で
は

な
く
、
鹿
肉
の
一
部
を
調
理
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
紹
介
す
る
絵
で
は
、
表
面
が

蒲
鉾
状
の
俎
板
が
登
場
す
る
。

絵
仏
師
・
大
輔
法
眼
尊
智

た
ゆ
う
ほ
う
げ
ん
そ
ん
ち

作
『
松

崎
天
神
縁
起
・
巻
五
』（
鎌
倉
時
代

中
世
期
に
み
る
俎
板
と
庖
丁

現
在
の
「
俎
板
」
は
平
た
い
板
が

一
般
的
だ
が
、
元
来
は
厚
み
の
あ
る

「
台
」
が
元
の
形
で
あ
っ
た
。
史
料

絵
画
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
中

に
、
厚
み
の
あ
る
外
形
で
表
面
が
蒲

鉾
状
に
膨
ら
ん
だ
も
の
が
登
場
す
る

が
、
こ
れ
が
「
俎
板
」
の
古
い
形
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
朝
廷
の
料
理
人
は「
切
机
」

と
も
呼
ば
れ
る
台
を
用
い
て
、
座
机

（
机
の
前
で
正
座
す
る
姿
勢
）
の
様

式
で
調
理
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
姿
勢
で
分
厚
い
肉
や
骨
を
切

り
刻
む
の
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
座
っ

た
姿
勢
で
も
庖
丁
に
力
が
入
る
よ
う

「
切
机
」
の
中
心
部
に
蒲
鉾
状
の
膨

ら
み
を
つ
け
、
そ
の
稜
線
を
巧
み
に

使
い
、
庖
丁
へ
の
力
を
一
点
に
集
中

さ
せ
て
、
平
坦
面
で
は
切
り
え
な
い

動
物
や
魚
の
堅
い
骨
や
筋
を
砕
い
た

り
、
切
り
離
す
の
を
容
易
に
し
て
い

た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

奈
良
時
代
の
法
典
『
延
喜
式
』（
九

二
七
年
）
に
よ
る
と
、
天
皇
の
御
前

を
司
っ
て
い
た
内
膳
司
に
は
、
長
さ

三
尺
（
約
九
○
・
九
セ
ン
チ
）、
奥
行
一
尺

七
寸
（
約
五
十
一・
五
セ
ン
チ
）、
高
さ
八
寸

（
約
二
四
・
二
セ
ン
チ
）、
厚
さ
八
分
（
約
二
・
四

セ
ン
チ
）
の
俎
板
が
十
六
種
も
常
備
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
和
え

物
、
肴
、
鮮
魚
、
菜
、
菓
子
（
唐
菓

子
や
栗
、
橘
、
柿
等
の
木
菓
子
）
な

ど
七
つ
の
用
途
に
分
け
ら
れ
て
い

て
、
座
机
の
様
式
で
使
わ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
切
机
」
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
様
式
は
、

平
安
貴
族
の
宴
会
（
饗
宴
）
で
鯉こ

い

庖

丁
や
雉き

じ

庖
丁
を
演
じ
る
台
（
脚
付
の

俎
板
）
と
し
て
も
登
場
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
時
代
を
追
っ
て
、
そ
の

時
代
に
描
か
れ
た
史
料
絵
画
を
参
考

に
し
て
、
俎
板
の
形
状
と
調
理
の
方

法
な
ど
を
観
察
し
て
ゆ
く
。

最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
史
料
絵

画
の
中
で
俎
板
が
登
場
す
る
初
期
の

も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
粉
河
寺

こ
か
わ
じ

縁
起
・
一
段
』（
平
安
時
代
後
半
の

監
修：

小
川
浩（
昭
和
女
子
大
学
講
師
）

古
い
時
代
、
我
わ
れ
の
先
祖
は
魚
介
類
だ
け
で
は
な
く
、
肉
類
、
野
菜
類
の
副

食
全
て
を「
肴な

」と
呼
ん
で
い
た
。
な
か
で
も
動
物
系
だ
け
は
本
格
的
な
食
べ
物
と

い
う
意
味
合
い
で「
ま
な（
真
魚
）」と
言
っ
て
い
た
。
こ
の「
真
魚
」を
料
理
し
、
神
前

に
供
え
る
た
め
に
用
い
た
板
や
台
が「
ま
な
い
た
」
で
、
字
は「
俎
」、「
俎
板
」、「
ま

な
板
」と
な
る
。
つ
ま
り「
俎
」
の
偏（
部
首
）の「
●ひ

と

」
は
肉
を
、
つ
く
り
の「
且そ

」
は

神
前
に
肉
を
供
え
る
台
を
意
味
し
て
い
る
。

「
俎
板
」
は
、
私
た
ち
の
調
理
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
割
に
は
わ
が
国

で
の
生
い
立
ち
や
由
来
に
つ
い
て
馴
染
み
が
薄
い
存
在
だ
。
今
回
、
そ
の
歴
史
的

推
移
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『松崎天神縁起 巻五』（絵仏師・大輔法眼尊智 国立国会図書館所蔵）

俎
板
（
ま
な
い
た
）
の
歴
史



後
期
の
作
）
で
、
銅
細
工
師
の
家
で

口
髭
を
た
く
わ
え
た
男
が
俎
板
の
上

で
魚
を
切
り
刻
み
、
そ
れ
を
五
徳
の

上
に
鍋
が
置
か
れ
た
囲
炉
裏
の
縁
に

立
て
て
い
る
。
こ
の
俎
板
は
表
面
が

蒲
鉾
の
よ
う
に
丸
み
を
も
っ
て
い
る
。

家
族
な
の
か
、
串
を
削
る
男
と
、
囲

炉
裏
の
火
の
番
を
し
て
い
る
子
ど
も

や
、
女
性
の
姿
も
部
屋
の
隅
に
描
か

れ
て
い
る
。

高
階
隆
兼
画
の
『
春
日
権
現
験
記

絵
・
巻
十
三
』（
鎌
倉
時
代
後
期
の

作
）
で
は
、
粟
田
口
（
京
都
）
の
青

蓮
院
に
稚
児
奉
公
す
る
少
年
の
自
宅

の
厨
房
で
使
用
人
た
ち
が
調
理
中
で

あ
る
。
鍋
を
か
け
た
囲
炉
裏
の
脇
で

は
、
表
面
が
平
ら
な
俎
板
の
上
に
載

せ
た
蓮
根
を
直
接
手
で
抑
え
庖
丁
で

切
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く

野
菜
専
用
の
俎
板
で
あ
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
当
時
動
物
を
手
で

直
接
触
っ
て
調
理
す
る
こ
と
は
不
浄

と
さ
れ
て
い
た
が
、
野
菜
類
は
関
係

な
い
と
い
う
解
釈
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

沙
弥
如
心

し
ゃ
み
に
ょ
し
ん

画
の
『
慕
帰
絵
詞

ぼ
き
え
こ
と
ば

・

巻
五
』（
観
応
二
年
〈
一
三
五
一
〉
の

作
）
に
は
本
願
寺
三
世
覚
如

か
く
じ
ょ

の
屋

敷
の
厨く

り
や

の
絵
が
あ
る
。
多
く
の
使

用
人
や
弟
子
た
ち
が
饗
応
の
準
備

に
お
お
わ
ら
わ
で
あ
る
。
一
人
は

反
っ
た
形
で
低
い
脚
が
付
い
た
正

方
形
の
俎
板
の
上
で
、
ま
な
箸
と

庖
丁
を
使
い
鯉
を
捌
い
て
い
る
。

そ
の
様
子
は
庖
丁
儀
式
の
仕
草
と

同
じ
よ
う
に
み
え
る
。

庖
丁
師
と
庖
丁
式
の
出
現

中
世
前
期
の
武
家
社
会
に
な
る
と

鳥
獣
を
調
理
す
る
行
為
自
体
が
儀
礼

化
し
て
定
着
し
た
。
そ
し
て
、
室
町

時
代
に
は
庖
丁
師
な
る
専
門
職
人
が

輩
出
し
、
調
理
法
も
単
に
「
割か

つ

」

（
切
る
）
だ
け
か
ら
、「
割
」
と
「
烹ほ

う

」

（
煮
る
）
に
よ
る
調
理
へ
と
拡
が
っ

た
。こ

の
庖
丁
師
に
よ
る
儀
礼
化
の
元

祖
と
い
わ
れ
る
の
が
、『
四
條
流
庖

丁
書
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
延
徳
元

年
（
一
四
八
九
）
に
、
四
條
中
納
言
藤
原

山
蔭

や
ま
か
げ

が
定
め
た
庖
丁
式
を
多
治
見

た

じ

み

備
後
守

び
ん
ご
の
か
み

貞
賢

さ
だ
か
た

が
編
纂
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
調
理
が
儀
式

的
な
作
法
に
よ
り
”切
る
様
式
調
理
“だ

け
で
は
な
く
”見
せ
る
様
式
調
理
“に

変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
派
生
す
る
各
流
派
の
特
徴

は
、
作
法
や
仕
来

し
き
た

り
の
み
な
ら
ず
、

俎
板
の
寸
法
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

例
え
ば
四
條
流
は
長
さ
二
尺
七
寸

五
分
（
約
八
三
・
三
セ
ン
チ
）、
大
草
流
は

三
尺
三
寸
五
分
（
約
一
○
一・
五
セ
ン
チ
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
庖
丁
儀

式
は
現
代
で
も
報
恩
寺
（
東
京
・
台

東
区
）
で
一
月
の
「
俎
開
き
」
行
事

な
ど
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

伝
・
掃
部
助

か
も
ん
の
す
け

久
国『
酒
飯
論

し
ゅ
は
ん
ろ
ん

絵
詞
』

（
室
町
・
桃
山
時
代
の
作
）
は
、
地

位
の
高
い
武
士
層
の
た
め
の
宴
会
の

準
備
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
俎
板
が
三
つ
置
か
れ
て
い

る
。
手
前
で
作
業
し
て
い
る
人
物
は
、

縁
側
に
腰
掛
け
て
平
た
い
俎
板
の
上
で

鳥
の
羽
を
む
し
っ
て
い
る
。

部
屋
で
は
二
人
の
庖
丁
師
が
、
脚

の
付
い
た
俎
板
で
宴
会
用
の
調
理
を

始
め
て
い
て
、
一
人
は
鳥
を
、
も
う

一
人
は
魚
を
調
理
し
て
い
る
。
庖
丁

師
の
脇
に
は
、
内
臓
が
取
り
出
さ
れ

鱗
も
削
り
取
ら
れ
て
下
拵
え
が
済
ん

だ
魚
が
容
器
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
食
材
の
種
類
別

（
鳥
獣
、
魚
、
野
菜
な
ど
）
に
専
用

の
俎
板
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

『
豊
国
祭
礼
図
』（
十
七
世
紀
初
頭

港（三軒屋）にあった遊里の賑わいを描いた屏風絵である。当時の産業、建築、漁労、船舶そして人間模様や風俗、食文化など、

での公開が禁じられております。

ができませんのでご了承ください。



の
作
）
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）

の
豊
国
臨
時
祭
を
描
い
た
も
の
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
野
外
に
設
営
さ

れ
た
幕
の
内
で
祭
礼
、
も
し
く
は

饗
宴
の
準
備
が
行
な
わ
れ
て
い
る

風
景
で
あ
る
。

そ
こ
で
庖
丁
師
が
四
本
脚
の
俎
板

で
鯉
を
調
理
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
庖
丁
式
が
屋
外
で
催
さ
れ

て
い
る
例
で
あ
る
。

次
の
絵
（
右
下
）
は
、様
々
な
俎

板
の
使
用
や
調
理
の
場
面
が
一
つ
の

屏
風
（
十
曲
一
隻
）
に
描
か
れ
て
い

る
貴
重
な
史
料
絵
画
と
し
て
ご
紹
介

す
る
。

『
川
口
遊
里
図
屏
風
』（
十
七
世
紀

中
葉
の
作
）
は
、
大
坂
・
木
津
川
河

口
の
港
に
あ
っ
た
遊
里
の
賑
わ
い
を

描
い
た
屏
風
図
で
、
絵
巻
物
の
よ
う

な
雄
大
な
光
景
で
あ
る
。

屏
風
全
体
で
は
、
俎
板
を
使
っ
て

い
る
場
面
が
九
例
も
描
か
れ
て
お

り
、
い
ず
れ
も
宴
席
で
の
料
理
を
専

門
に
扱
う
庖
丁
師
が
携
わ
っ
て
い
る

が
、
こ
の
誌
面
で
は
、
そ
の
一
部
分

（
二
軒
の
板
場
で
の
調
理
風
景
）
に

つ
い
て
検
証
す
る
。

川
に
面
し
た
遊
里
の
板
場
で
は
、

襖
ひ
と
つ
隔
て
た
揚
屋
へ
の
仕
出
し

の
準
備
に
大
わ
ら
わ
の
料
理
人
の
様

子
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
調
理

に
携
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
は
だ
れ
も

武
士
の
装
束
を
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
市
井
の
専
門
職
と
し
て
の
庖
丁

師
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

ま
ず
左
の
部
屋
の
庖
丁
師
は
、
長

方
形
で
や
や
大
型
の
表
面
が
蒲
鉾
型

の
脚
付
き
俎
板
の
上
で
、
ま
な
箸
を

使
い
鯉
を
調
理
し
て
い
る
。
切
断
さ

れ
た
魚
の
頭
は
俎
板
の
隅
に
作
法
通

り
に
立
て
て
置
い
て
あ
る
。

右
の
部
屋
に
は
二
つ
の
脚
付
き
俎

板
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
人

は
大
き
な
魚
を
調
理
し
、
も
う
一
人

は
根
菜
類
と
思
わ
れ
る
物
を
切
っ
て

い
る
。

同
じ
く
右
の
部
屋
の
片
隅
で
は
、

丸
み
を
帯
び
た
俎
板
ら
し
き
台
が
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
丸
い
台
の
よ

う
で
も
あ
り
、
現
在
で
も
中
国
料
理

の
厨
房
で
目
に
す
る
木
の
切
り
株
の

よ
う
だ
。
そ
の
上
で
二
人
の
男
が
素

手
で
血
だ
ら
け
の
鳥
を
捌
い
て
い

る
。
奇
妙
な
光
景
で
あ
る
。

左
の
部
屋
の
片
隅
に
は
、
擂
鉢

す
り
ば
ち

ら

し
き
器
を
素
足
で
か
か
え
な
が
ら
練

り
物
を
調
理
し
て
い
る
男
や
、
白
い

角
張
っ
た
調
理
済
み
の
料
理
を
お
盆

に
載
せ
て
運
ぶ
男
、
中
央
で
は
水
桶

を
運
ぶ
女
性
の
姿
や
扇
子
を
手
に
上

半
身
を
肌
け
、
火
の
上
の
焼
き
物
の

焦
げ
具
合
を
見
守
っ
て
い
る
男
が
い

る
。
一
方
、
右
の
部
屋
の
奥
で
、
焼

き
物
用
の
炭
を
扇
子
と
火
箸
で
火
を

熾お
こ

し
て
い
る
姿
な
ど
か
ら
も
、
こ
の

絵
は
江
戸
時
代
初
期
大
坂
の
食
の
豊

か
さ
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
文
化
の
逞

し
さ
な
ど
多
く
の
こ
と
を
活
写
し
て

い
る
こ
と
が
判
る
。

江
戸
庶
民
文
化
と
俎
板

開
府
後
の
江
戸
の
町
は
、
京
の
文

化
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
こ
と

と
な
る
。
徳
川
家
康
に
よ
る
天
下
普

請
の
大
工
事
を
皮
切
り
に
、
全
国
か

ら
土
木
、
大
工
な
ど
を
中
心
と
す
る

様
々
な
専
門
職
人
達
の
流
入
を
促
進

さ
せ
、
各
種
産
業
の
勃
興
と
経
済
の

発
展
を
促
し
た
。

や
が
て
は
江
戸
が
百
万
を
超
す
巨

大
消
費
都
市
へ
と
変
貌
し
て
い
く
な

か
で
、
料
理
を
は
じ
め
と
す
る
食
文

化
の
豊
か
さ
が
大
い
に
花
ひ
ら
い
て

い
っ
た
。

そ
の
好
例
と
し
て
、
わ
が
国
初
の

料
理
本
と
さ
れ
て
い
る『
料
理
物
語
』

『川口遊里図屏風』（十曲一隻）は、江戸時代前期（明暦3年・1657）に誕生した新町に統合移転される以前の、大坂木津川河口の
近世の活力を読み取ることができる貴重な絵画史料である。 大阪市指定文化財（大阪歴史博物館所蔵）

所蔵権の関係でホームページ上

したがって当PDFで掲載することが



（
寛
永
二
〇
年
〈
一
六
四
三
〉
の
作
）
で

は
、「
庖
丁
き
り
か
た
の
式
法
に
よ

ら
ず
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
室
町
時
代

に
出
現
し
た
庖
丁
式
や
庖
丁
師
の

仕
来

し
き
た

り
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た

『
女

お
ん
な

諸し
ょ

礼れ
い

綾あ
や

錦に
し
き
』（
宝
暦
五
年
〈
一
七

五
五
〉
の
作
）
や
、『
女
寿
蓬
莱
台

お
ん
な
こ
と
ぶ
き
ほ
う
ら
い
だ
い

』

（
文
政
二
年
〈
一
八
一
九
〉
の
作
）
で
は
、

そ
れ
ま
で
女
性
の
庖
丁
師
は
皆
無
で

あ
り
女
性
が
ま
な
箸
を
使
っ
て
魚
を

調
理
す
る
姿
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の

絵
で
も
わ
か
る
よ
う
に
女
性
が
庖
丁

と
ま
な
箸
の
使
用
を
い
か
に
も
奨
め

る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
女
性
を
対
象
と
し
た
料
理

等
に
関
す
る
ハ
ウ
ツ
ー
本
が
多
く
出

版
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
は

俎
板
の
形
状
や

寸
法
等
を
中
心

に
絵
を
紹
介
し

て
き
た
が
、
次

に
江
戸
町
人
が

生
活
や
仕
事
を

通
し
て
身
に
つ

け
た
俎
板
の

便
利
な
使
用

方
法
を
ご
紹

介
す
る
。

左
図
は
葛
飾

北
斎
の
『
東
海
道
彩
色
摺
　
五
拾

三
次
　
い
し
べ
』（
享
和
〜
文
化
期

の
作
）
に
描
か
れ
た
俎
板
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
琵
琶
湖
に
近
い
「
石
部

宿
」
を
描
い
た
も
の
で
、
女
性
が
片

膝
を
立
て
俎
板
の
上
で
野
菜
の
類た

ぐ

い

を
調
理
し
て
い
る
。
下
駄
の
歯
の
よ

う
な
形
の
脚
付
き
俎
板
だ
が
、
そ
の

下
に
は
桶
が
置
い
て
あ
る
。
桶
を
使

用
す
る
理
由
は
、
調
理
し
や
す
い
高

さ
の
調
整
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
山
東
京
伝
の『
四
季
交
加

し
き
の
ゆ
き
か
い

』

（
寛
政
十
年
〈
一
七
九
八
〉
の
作
）
の

初
鰹
売
り
は
、
小
振
り
で
厚
み
も
薄

い
俎
板
を
篭
に
載
せ
て
持
ち
歩
い
て

い
る
。
商
売
上
裏
長
屋
の
狭
い
路
地

を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
に
は
便
利

な
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

法
橋

ほ
う
き
ょ
う

関
月

か
ん
げ
つ

の
『
日
本
山
海
名
産
図

会
』（
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
の
作
）

で
も
、
土
佐
の
漁
村
で
漁
民
た
ち

が
総
出
で
鰹
を
調
理
し
て
い
る
。

彼
ら
は
桶
の
上
に
脚
の
な
い
俎
板

を
渡
し
て
動
き
や
す
い
立
ち
姿
で

作
業
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
大
蔵
永
常
著
の
『
日
用
助

食
竈か

ま
ど

の
賑
ひ
』（
天
保
四
年
〈
一
八

三
三
〉
の
作
）
や
漬
物
屋
の
主
人
が

著
し
た
と
い
う
『
漬
物
早
指
南
』

（
天
保
七
年
〈
一
八
三
六
〉
の
作
）
で

は
、
あ
り
ふ
れ
た
庶
民
の
生
活
を

表
現
し
た
も
の
で
、
下
駄
の
歯
の

よ
う
な
形
を
し
た
脚
を
付
け
た
小

型
の
俎
板
で
調
理
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
今
ま
で
の
庖
丁
師
が
使
用

し
て
い
た
も
の
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
ほ
ど
小
型
に
な
っ
て
い
る
。

『四季交加』（寛政10年〈1798〉北尾紅翠斎・国立国会図書館所蔵）

『女諸礼綾錦』（宝暦5年〈1755〉・石村眞一著『まな板』より転載）

『東海道彩色摺五拾三次　いしべ』（葛飾北斎・墨田区蔵）



新
時
代
の
俎
板

脱
亜
入
欧
を
旗
印
に
、
西
欧
化
の

道
を
突
き
進
ん
だ
明
治
政
府
は
、
国

民
の
生
活
に
も
机
・
椅
子
の
普
及
を

推
進
さ
せ
た
の
だ
が
、
明
治
の
後
半

ま
で
は
都
市
部
で
あ
っ
て
も
そ
の
大

半
は
、
い
ま
ま
で
通
り
の
正
座
式
で

俎
板
を
活
用
し
て
い
た
。

そ
れ
で
も
新
時
代
は
、
（1）
女
性

の
家
事
労
働
の
軽
減
、
（2）
衛
生
観

念
の
徹
底
、
（3）
母
か
ら
娘
へ
伝
え

ら
れ
て
き
た
調
理
か
ら
、
学
校
な
ど

で
学
ぶ
調
理
へ
と
移
行
し
て
い
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
台
所
革
命
で
あ
る
。

こ
の
波
は
大
正
、
昭
和
の
時
代
を
迎

え
る
と
ま
す
ま
す
本
格
化
し
て
い

っ
た
。

つ
ま
り
膳
文
化
（
本
誌
前
号
に
記

載
）
で
見
て
き
た
と
お
り
、
一
般
家

庭
内
で
の
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
な
ど
の

普
及
に
よ
り
日
本
人
の
生
活
が
、

「
座
る
」
か
ら
「
立
つ
」
生
活
へ
と

変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
。

一
方
俎
板
は
、
今
ま
で
素
材
が
木

製
の
も
の
が
主
役
で
あ
っ
た
が
、
昭

和
四
十
年
代
に
入
る
と
脚
も
厚
さ
も

な
く
な
り
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
素
材

と
す
る
小
型
な
も
の
が
主
流
と
な
っ

て
今
日
に
至
る
の
で
あ
る
。

俎
板
進
化
論

現
在
、
キ
ッ
チ
ン
コ
ー
ナ
ー
な

ど
の
売
り
場
を
注
意
深
く
観
察
し

て
み
る
と
、
最
近
で
は
切
っ
た
食

材
を
手
で
掴
ま
ず
、
俎
板
か
ら
直

接
鍋
な
ど
に
投
入
す
る
こ
と
の
で

き
る
、
折
れ
曲
が
る
素
材
の
「
俎

板
」
が
登
場
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
絵
を
描
く
と
き
の
パ
レ

ッ
ト
の
よ
う
な
小
型
の
「
俎
板
」
も

あ
る
。
そ
こ
に
親
指
を
指
し
、
豆
腐

な
ど
を
こ
ま
め
に
切
り
分
け
て
そ
の

ま
ま
鍋
に
入
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
光

景
は
、
割
烹
着
の
母
親
が
掌
の
上
で

豆
腐
を
賽さ

い

の
目
に
切
り
、
そ
れ
を
味

噌
汁
鍋
に
入
れ
て
い
た
姿
を
彷
彿
と

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
若
い
主
婦
や

単
身
者
に
評
判
が
良
い
と
い
う
。

最
後
に
、「
俎
板
の
歴
史
」
を
ま

と
め
て
み
る
と
、
ど
ん
な
料
理
に
も

食
材
を
加
工
調
理
す
る
段
階
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
と
き
の
道
具
が
作
業

台
（
俎
板
）
と
庖
丁
で
あ
る
。

つ
ま
り
庖
丁
を
用
い
て
食
材
を
切

る
な
ど
調
理
を
す
る
際
、
必
ず
台

（
俎
板
）
上
で
切
ら
な
け
れ
ば
、
目

的
通
り
の
料
理
は
作
れ
な
い
だ
ろ
う

し
、
ひ
い
て
は
満
足
な
食
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
調
理
す
る
と
い
う

行
為
の
中
で
俎
板
だ
け
が
独
立
し
て

存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま

で
も
庖
丁
と
一
体
化
し
て
存
在
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
私
た
ち
が
満
足
の
い
く
食
生
活

を
送
る
う
え
で
、
庖
丁
と
共
に
俎
板

の
存
在
は
意
外
に
重
要
な
存
在
で
あ

る
こ
と
が
判
る
。

た
か
が
「
俎
板
」、
さ
れ
ど
「
俎
板
」

な
の
で
あ
る
。
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