
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
調
査
に

よ
れ
ば
江
戸
の
都
市
空
間
は
、
武
家

地
は
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
寺
社
地

約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
町
地
約
一
五

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
江
戸
中
期

に
は
一
〇
〇
万
人
以
上
の
都
市
と

な
っ
た
江
戸
の
人
口
は
、
約
五
〇
万
人

が
武
家
方
人
口
、
町
方
人
口
が
五
〇

万
人
と
、
ほ
ぼ
半
々
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
た
め
、
町
地
の
人
口
密

度
は
極
め
て
高
か
っ
た
こ
と
に
な
る

（『
日
本
の
近
世
』
九
巻
、
中
央
公
論

社
）。今回

は
、
そ
の
町
地
の
な
か
で
も
狭

い
借
家
に
居
住
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い

た
人
々
の
食
生
活
に
つ
い
て
野
菜
を
中

心
と
し
た
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

東
京
都
公
文
書
館
が
そ
の
史
料
か
ら

編
集
し
た
『
江
戸
住
宅
事
情
』（
東
京

都
）
に
は
、
江
戸
各
町
の
家
の
配
置
図

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
文
化

四
年
（
一
八
〇
七
）
の
史
料
が
あ
り
、
日

本
橋
に
近
い
神
田
三
河
町
三
井
家
が
所

蔵
し
て
い
た
土
地
の
ひ
と
つ
に
約
三
十

戸
分
の
区
割
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
表

に
面
し
た
四
、
五
戸
は
、
お
そ
ら
く
表

長
屋
と
い
わ
れ
る
商
人
の
住
む
店
舗
と

住
ま
い
を
兼
ね
た
二
階
建
て
の
長
屋
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
裏
長
屋
と

呼
ば
れ
る
き
わ
め
て
狭
い
住
居
で
、
そ

の
う
ち
二
四
戸
は
四
坪
以
下
の
住
宅
で

あ
る
。
三
坪
（
約
九
・
九

）
を
「
九
尺

く
し
ゃ
く

二に

間け
ん

」
と
称
し
、
狭
い
住
宅
を
表
す
言

い
方
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
間
口

九
尺
（
約
二
・
七
m
）、
奥
行
き
一
二
尺

（
約
三
・
六
m
）
で
、
六
畳
一
間
の
広
さ
が

住
宅
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中

に
小
さ
な
流
し
と
へ
っ
つ
い（
か
ま
ど
）

が
つ
い
て
い
る
た
め
、
実
際
に
は
部
屋

と
し
て
使
え
る
の
は
ず
っ
と
狭
い
と
い

え
る
が
、
中
に
は
も
っ
と
広
く
二
部
屋

あ
る
も
の
や
二
階
建
て
も
あ
っ
た
。
こ

の
共
同
住
宅
に
は
、共
同
施
設
と
し
て
、

井
戸
が
一
か
所
、
雪
隠

せ
っ
ち
ん

（
ト
イ
レ
）
四
か

所
、
ご
み
た
め
一
か
所
が
あ
る
。

同
様
に
日
本
橋
に
近
い
松
田
町
で
は

戸
籍
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
六
割
が
三
、
四
坪
の
住
宅

に
住
み
、
戸
数
一
五
〇
戸
に
対
し
、
人

口
五
七
八
人
と
あ
る
か
ら
、
一
戸
約

三
・
九
人
と
な
る
。
実
際
に
は
、
三
〜

五
人
世
帯
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
独
り

者
も
二
戸
、
八
人
世
帯
も
一
戸
あ
る
。

後
者
は
お
そ
ら
く
二
階
長
屋
に
住
ん
で

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

か
な
り
厳
し
い
住
宅
事
情
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
町

の
借
家
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
職
業

は
、
職
人
や
小
商
人
が
多
く
、
三
、
四

坪
の
住
宅
に
住
む
人
々
は
、
畳
・
木

具
・
曲
げ
物
、
仕
立
て
、
硝
子
、
板
木

擂す

り
な
ど
多
彩
な
職
人
が
多
く
、
小
商

売
と
し
て
は
青
物
、
菓
子
、
小
間
物
な

ど
の
振
売
り
商
人
が
多
く
、
女
性
も
唐

辛
子
売
り
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

長
屋
に
住
む
人
々
の
多
く
が
携
わ
っ

て
い
た
と
い
う
振
売
り
に
は
、
実
に
細

か
な
仕
事
が
あ
っ
た
。『
守
貞
謾
稿
』

と
い
う
喜
田
川
守
貞
が
残
し
て
く
れ
た

幕
末
の
記
録
は
、
江
戸
と
関
西
の
生
活

の
違
い
を
比
較
し
な
が
ら
き
わ
め
て
詳

細
に
観
察
し
た
記
録
で
、
庶
民
の
暮
ら

し
を
知
る
数
少
な
い
貴
重
な
史
料
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
み
え
る

食
に
関
わ
る
振
売
り
を
挙
げ
て
み
る

と
、
乾
物
売
り
、
鮮
魚
売
り
、
鰻
蒲
焼

売
り
、
鳥
貝
・
ふ
か
刺
身
売
り
、
白
魚

売
り
、
む
き
み
売
り
、
し
じ
み
売
り
、

は
じ
め
に

二
、
振
売
り
の
仕
事
と
店
賃

一
、
長
屋
く
ら
し

住
ま
い
と
仕
事

野
菜
の
利
用
と
江
戸
時
代
の
食
生
活（
三
）

江
原
絢
子
（
東
京
家
政
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

m2

は
じ
め
に



ゆ
で
卵
売
り
、
鮨
売
り
、
い
な
ご
蒲
焼

き
売
り
、
塩
辛
売
り
な
ど
の
動
物
性
食

品
と
そ
れ
を
調
理
・
加
工
し
た
も
の
を

売
る
振
り
売
り
も
あ
る
が
、
植
物
性
食

品
や
そ
れ
を
中
心
と
し
た
加
工
品
・
調

理
品
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い

る
。
蔬
菜
売
り
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
野

菜
を
売
る
八
百
屋
と
瓜
や
茄
子
な
ど
一

種
を
売
る
前
菜

せ
ん
ざ
い

売
り
、
松
茸
売
り
、
生

唐
辛
子
売
り
な
ど
も
あ
っ
た
。
ま
た
加

工
・
調
理
品
で
は
、
豆
腐
売
り
、
納
豆

売
り
、
漬
物
売
り
、
甘
酒
売
り
、
乾
物

売
り
、
乾
海
苔
売
り
、
蒸
し
芋
売
り
、

揚
昆
布
売
り
、
麹
売
り
、
唐
辛
子
粉
売

り
、
ゆ
で
豆
売
り
、
嘗
め
物
売
り
、
心と

こ
ろ

太て
ん

売
り
な
ど
が
あ
っ
た
。
調
味
料
に

は
、
塩
売
り
、
醤
油
売
り
、
ほ
か
に
菓

子
売
り
、
白
玉
売
り
、
岩
お
こ
し
売
り
、

飴
売
り
な
ど
や
、
冷
や
水
売
り
、
水
売

り
（
水
屋
）
が
あ
る
。
冷
や
水
売
り
は
、

夏
に
冷
た
い
湧
き
水
を
汲
み
、
白
砂

糖
と
白
玉
団
子
を
椀
に
盛
り
、
一
椀
四

文
で
売
っ
て
い
た
い
わ
ば
嗜
好
品
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
水
売
り
は
、
生

活
に
必
要
な
飲
み
水
を
売
る
商
売
で

あ
っ
た
。

江
戸
幕
府
は
、
人
口
の
増
加
に
よ
っ

て
必
要
と
さ
れ
る
生
活
用
水
の
確
保
の

た
め
に
、上
水
道
の
整
備
に
着
手
し
た
。

と
く
に
埋
め
立
て
地
の
多
い
地
域
で
は

塩
分
が
あ
り
、
井
戸
は
役
立
た
な
い
と

こ
ろ
が
多
く
、
神
田
上
水
、
玉
川
上
水

江戸時代の長屋を再現した台所木製流し、へっつい（かまど）、水かめなどは必需設備であった（深川
江戸資料館提供　筆者撮影）

共同の上水道井戸（再現）（深川江戸資料館提供　筆者撮影）

八百屋（再現）（深川江戸資料館提供　筆者撮影） 共同の雪隠（トイレ）とごみため（再現）（深川江戸資料館提供　筆者撮影）

やや広い台所、さつまいも飯を作るのに皮も利用するよう指示している（『日用助食竈の賑ひ』 東京家政
学院大学図書館所蔵）

長屋の台所で芋粥を食べている図。天保の飢饉の際に刊行された芋飯、大根飯や粥などを紹介
した本のため芋粥であるが、当時の部屋の様子がうかがえる（『日用助食竈の賑ひ』東京家政学院
大学図書館所蔵）



な
ど
の
上
水
道
が
整

備
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

多
摩
川
や
湧
き
水
な

ど
の
流
れ
を
地
下
に

埋
設
し
た
木
製
や
石

製
の
配
水
管
（
樋
）

で
各
地
に
配
水
し
、

樽
を
い
く
つ
か
重
ね

た
形
の
上
水
井
戸
に

流
し
、
人
々
は
こ
れ

を
井
戸
の
よ
う
に
汲

み
上
げ
て
利
用
し
て

い
た
。
し
か
し
、
上

水
が
断
水
し
た
場
合

や
上
水
道
の
な
い
と

こ
ろ
で
は
、
飲
み
水

を
購
入
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
上
水
は
、

自
然
の
流
れ
を
利
用

し
て
流
し
て
い
た
た

め
に
、
余
分
な
水
は

そ
の
ま
ま
下
流
の
川

に
放
流
さ
れ
た
の
で
、

こ
れ
を
汲
み
と
っ
て

商
売
に
し
て
い
た
と

い
う
。

と
こ
ろ
で
、
振
売

り
は
、
勝
手
に
行
う

こ
と
は
で
き
ず
許
可

さ
れ
た
も
の
に
振
り

売
り
札
が
発
行
さ
れ

た
。
江
戸
の
町
触
か

ら
み
る
と
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
、

振
り
売
り
札
は
江
戸
北
部
の
調
査
だ
け

で
五
千
九
百
人
に
発
行
さ
れ
、
そ
の

約
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
五
〇
歳
以
上
、

約
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
一
五
歳
以
下
、

身
障
者
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
子
ど
も

や
老
人
、
身
体
障
害
者
を
あ
わ
せ
る
と

七
割
以
上
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら

が
弱
者
と
し
て
保
護
さ
れ
た
結
果
と
い

え
る
。
一
般
に
は
新
規
の
商
売
が
禁
止

さ
れ
た
が
、
彼
ら
に
は
、
あ
め
お
こ
し

売
り
、
豆
腐
こ
ん
に
ゃ
く
売
り
な
ど
の

商
売
に
は
、
札
を
優
先
的
に
発
行
し
、

鰹
節
売
り
、
鮭
の
塩
引
き
売
り
な
ど
、

札
な
し
で
商
売
が
許
可
さ
れ
た
も
の
も

あ
っ
た
。

振
売
り
の
稼
ぎ
が
一
日
働
い
て
ど
の

く
ら
い
だ
っ
た
の
か
、
あ
ま
り
明
確
な

史
料
が
な
い
が
、『
守
貞
謾
稿
』
に
あ

る
大
工
は
、
三
〜
五
匁
、
手
伝
人
足
な

ど
が
二
百
八
〇
文
と
あ
り
、
売
り
上
げ

の
程
度
に
も
よ
る
が
、江
戸
後
期
に
は
、

二
百
〜
三
百
文
程
度
は
得
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
住
宅
の
家
賃
（
店

賃
）
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
、
再

び
『
江
戸
住
宅
事
情
』
か
ら
み
て
み
よ

う
。
広
さ
に
よ
り
異
な
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、場
所
に
よ
り
異
な
り
、

日
本
橋
京
橋
界
隈
は
比
較
的
高
く
、
裏

長
屋
の
九
尺
二
間
で
、
一
か
月
九
匁
〜

一
五
匁
で
あ
る
が
、周
辺
の
地
域
で
は
、

一
匁
二
〜
五
分
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
よ
う
だ
。
当
時
、
江
戸
と
京
坂
で
は

通
貨
の
単
位
が
異
な
り
、
時
代
に
よ
る

変
動
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
お
お
よ

そ
銀
一
匁
を
約
百
文
と
し
て
換
算
し
て

み
る
と
店
賃
は
、
一
か
月
九
百
〜
千
五

百
文
と
な
り
、
振
売
り
な
ど
の
収
入

三
〜
五
日
分
程
度
で
家
賃
を
支
払
え
た

魚の振売り（『職人歌合』東京家政学院大学図書館所蔵）

初物は野菜類でも流行し、たびたび禁令が出されたが守られなかった。（東京家政学院大学図書館所蔵）

野菜の振売り（『職人歌合』東京家政学院大学図書館所蔵）



こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
毎
日
働
け
る

わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
衣
服
代
、
食
費
、

交
際
費
な
ど
に
か
か
る
支
出
も
あ
る
た

め
に
、
ゆ
と
り
が
あ
る
と
は
い
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

幕
末
の
随
筆
、
栗
原
信
充
著
『
柳
庵

雑
筆
』（
一
八
四
八
）
に
よ
れ
ば
、
夫
婦

と
小
児
一
人
の
大
工
の
家
庭
で
収
入
は

一
日
五
匁
四
分
、
年
間
二
百
九
十
四
日

働
き
約
銀
一
貫
五
百
九
〇
匁
（
千
五
百

九
〇
匁
）
程
度
を
得
て
い
る
。
ま
た
、

支
出
は
、
米
代
が
約
二
二
パ
ー
セ
ン
ト

（
三
百
五
四
匁
）、
塩
・
醤
油
・
油
・

薪
・
炭
代
な
ど
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト

（
七
百
匁
）、
店
賃
は
七
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
（
百
二
〇
匁
）、
そ
の
他
と
な
り
、

収
入
の
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
支
出
し

て
い
る
。
調
味
料
な
ど
の
七
百
匁
に

は
、
お
そ
ら
く
必
需
品
で
あ
っ
た
漬

物
、
お
か
ず
に
す
る
野
菜
・
魚
介
類

も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

食
物
費
の
比
率
は
か
な
り
高
か
っ
た

と
い
え
よ
う
。

長
屋
住
ま
い
の
人
々
は
、
日
々
何
を

ど
の
く
ら
い
食
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
上
流
階
層
の
、
そ
れ
も
特
別
の
行

事
や
儀
礼
食
は
記
録
が
残
り
や
す
い

が
、
庶
民
の
食
事
に
な
る
ほ
ど
記
録
は

残
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
随
筆
や
当
時

の
戯
作
、
文
化
文
政
年
間
に
盛
ん
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
落
語
な
ど
の
描
写
か

ら
主
と
し
て
江
戸
時
代
後
期
の
食
生
活

を
追
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、『
守
貞
謾
稿
』
か
ら
食
事
の

パ
タ
ー
ン
を
み
る
と
、
幕
末
期
、
す
で

に
江
戸
と
京
・
大
坂
で
は
食
習
慣
が
異

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ

も
主
食
は
、
う
る
ち
の
白
米
中
心
で
薪

を
使
う
飯
は
一
日
に
一
回
し
か
炊
か
な

い
が
、
江
戸
で
は
朝
に
炊
き
た
て
の
ご

飯
と
み
そ
汁
、あ
れ
ば
簡
単
な
お
か
ず
、

昼
は
冷
や
ご
飯
に
煮
物
な
ど
を
添
え
、

夕
食
は
、
出
来
る
だ
け
火
を
使
わ
ず
茶

漬
け
と
漬
物
と
い
う
食
事
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
京
・
大
坂
は
、
昼
食

に
炊
き
た
て
の
ご
飯
に
み
そ
汁
と
煮
物

や
焼
物
な
ど
の
お
か
ず
を
食
べ
、
夕
食

は
、
江
戸
と
同
様
、
茶
漬
け
と
漬
物
で

あ
る
。
し
か
し
、
翌
朝
に
な
る
と
冷
や

飯
は
さ
ら
に
固
く
な
る
。
そ
の
た
め
、

京
・
大
坂
の
と
く
に
冬
の
朝
食
は
、
粥

に
炊
く
と
あ
る
。
現
在
も
関
西
地
域
に

朝
粥
の
食
習
慣
が
残
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
炊
飯
の
習
慣
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
主
食
で
あ
っ
た
米
は
ど

の
く
ら
い
食
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

量
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
先
に
述
べ
た
『
柳
庵
雑
筆
』
か
ら

推
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
の
例
の
大
工
の
家
庭
に
つ
い
て
み

る
と
、
夫
婦
と
小
児
で
年
間
の
飯
米
が

三
石
五
斗
四
升
と
あ
る
か
ら
、
二
・
三
〜

二
・
五
人
と
考
え
て
換
算
し
て
み
る

と
、
大
人
一
人
一
日
三
・
九
〜
四
・
二

合
（
約
五
百
六
〇
〜
六
百
グ
ラ
ム
）
と
な
る
。

ま
た
、
同
書
の
商
家
の
例
で
み
る
と
、

や
や
多
く
四
・
四
合
（
約
六
百
三
〇
グ
ラ
ム
）

程
度
と
換
算
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
現
代
に
比
べ

て
き
わ
め
て
多
く

の
米
を
摂
取
し
て

お
り
、
必
要
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
八
割

近
く
を
主
食
の
米

に
依
存
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
米
ま
た

は
米
に
麦
や
雑
穀

を
混
合
し
た
「
飯
」

に
依
存
し
た
食
べ

方
は
、
近
代
以
降
、

第
二
次
大
戦
後
の

高
度
経
済
成
長

期
ま
で
長
く
続

い
た
。
ち
な
み
に

一
九
六
〇
年
の
国

民
栄
養
調
査
で
も

約
七
割
を
主
食
か

ら
摂
取
し
て
い
た
。

話
を
も
と
に
戻

し
、
落
語
か
ら
米

の
量
な
ど
を
み
て

み
た
い
。
落
語
「
甲
府
ィ
」
は
、
ス
リ

に
あ
っ
た
男
が
豆
腐
屋
に
助
け
ら
れ

て
豆
腐
屋
を
繁
盛
さ
せ
る
話
で
あ
る

が
、
空
腹
な
男
に
食
事
を
振
る
舞
う

場
面
に
、

「
い
や
あ
今
朝
炊
い
た
ご
飯
で
、
ど

の
く
ら
い
あ
っ
た
ん
だ
。
・
・
・
二
升

五
合
・
・
・
も
し
、
お
前
さ
ん
、
そ
の

長屋の台所（『都鄙安逸傳』東京家政学院大学所蔵）

三
、
日
々
の
食
事
の
形
と
量



お
は
ち
に
あ
っ
た
ご
飯
を
の
こ
ら
ず
お

上
が
り
か
い
」

と
い
う
主
人
の
言
葉
が
あ
る
。
使
用
人

を
含
め
て
豆
腐
屋
に
は
五
、
六
人
の
家

族
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
二
升
五
合

は
、
一
人
一
日
四
〜
五
合
食
べ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
一
日
一
回
炊
い
て
い
る

様
子
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
例
か
ら
も

当
時
の
食
事
量
が
推
察
で
き
る
。

次
に
、
有
名
な
落
語
「
長
屋
の
花
見
」

を
み
て
み
よ
う
。
大
家
さ
ん
に
長
屋
の

人
た
ち
が
花
見
に
誘
わ
れ
喜
ん
で
出
か

け
た
の
だ
が
、
重
箱
の
中
身
は
代
用
品

で
あ
る
。

「
あ
の
、
蒲
鉾
と
玉
子
焼
の
ほ
う
は
、

こ
れ
は
本
物
・
・
・
？
」

「
冗
談
い
っ
ち
ゃ
い
け
ね
え
・
・
・
」

「
う
え
ッ
大
根
の
こ
う
こ
に
、
た
く

あ
ん
が
出
て
き
や
が
っ
た
」

「
た
く
あ
ん
は
黄
色
い
と
こ
ろ
で
玉

子
焼
だ
な
。
大
根
の
ほ
う
は
、
こ
り
ゃ

月
形
で
切
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
蒲
鉾

て
え
と
こ
だ
な
」

と
、
い
ず
れ
も
大
根
の
漬
物
が
玉
子

（
卵
）
や
か
ま
ぼ
こ
の
代
用
品
と
な
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
親
に
勘
当
さ
れ
て
川
に
身

投
げ
し
よ
う
と
し
た
道
楽
者
の
若
旦
那

を
立
ち
直
ら
せ
た
唐
茄
子
屋
（
か
ぼ

ち
ゃ
売
り
）
の
落
語
「
唐
茄
子
屋
」
を

み
て
み
よ
う
。

「
三
日
も
四
日
も
食
わ
ず
に
あ
る
い

て
い
た
ん
だ
か
ら
、
早
く
め
し
を
食

わ
し
て
や
ん
な
」

「
い
え
、
ご
飯ぜ

ん

は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど

も
ね
え
、
お
か
ず
が
な
ん
に
も
な
い

か
ら
・
・
・
」

「
た
く
あ
ん
か
な
ん
か
あ
っ
た
ろ
う
。」

こ
れ
ら
の
噺
か
ら
、
た
く
あ
ん
な
ど

大
根
の
漬
物
は
、
い
つ
で
も
貯
え
て
い
た

必
需
品
で
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

漬
物
は
、
長
屋
く
ら
し
に
限
ら
ず
、

大
名
の
食
事
で
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
し
、
婚
礼
や
正
月
な
ど
の
儀
礼

や
行
事
食
に
供
さ
れ
る

本
膳
料
理
に
お
い
て
も

必
需
品
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
ど
こ
で
も

漬
物
は
家
庭
で
漬
け
る

か
、
漬
物
売
り
か
ら
購

入
し
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
。
漬
物
に
適
し

た
大
根
を
栽
培
し
て
い

た
練
馬
村
で
は
、
江
戸

に
大
量
の
大
根
を
供
給

し
て
い
た
が
、
単
に
生

の
大
根
だ
け
で
な
く
、

た
く
あ
ん
用
に
干
し
た

大
根
の
販
売
も
行
っ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ

に
塩
と
糠
と
つ
け
樽
に

す
る
酒
の
空
き
樽
な
ど

を
セ
ッ
ト
で
販
売
し
、
狭
い
家
の
た
め

に
は
、
年
間
の
必
要
量
を
計
り
あ
ら
か

じ
め
注
文
を
と
り
、
練
馬
村
で
漬
け
、

季
節
ご
と
に
配
達
も
し
て
い
た
。
す
で

に
現
在
の
よ
う
な
、
注
文
販
売
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。漬

物
の
値
段
を
「
シ
ー
ボ
ル
ト
が
記

録
し
た
江
戸
の
食
材
」（
熊
倉
功
夫
・

宮
坂
正
英
『vesta

27

』）
か
ら
み
て
み

る
と
、
塩
漬
け
類
の
梅
が
五
合
で
七
二

文
、
大
根
一
本
一
六
文
、
な
す
一
〇
本

五
〇
文
と
あ
る
。
生
の
大
根
は
種
類
に

よ
り
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
練
馬
大
根

一
〇
本
二
百
文
、
と
く
に
名
前
が
な
い

大
根
一
〇
本
七
二
文
と
あ
る
。
漬
物
は

生
の
二
倍
く
ら
い
の
価
格
で
は
あ
る

が
、
収
入
か
ら
み
て
も
買
え
な
い
価
格

で
は
な
く
、
む
し
ろ
安
価
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
魚
類
は
比
較
的
安
価

な
あ
じ
で
も
一
〇
本
三
百
文
、
さ
ば
一
枚

三
百
文
で
あ
る
。
た
だ
、
い
わ
し
は
一
〇

本
百
二
〇
文
と
安
価
で
あ
っ
た
し
、
貝

類
も
比
較
的
安
く
、
は
ま
ぐ
り
一
升
百

文
、
あ
さ
り
一
升
三
二
文
、
し
じ
み
一
升

一
六
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
み
る

と
、
野
菜
・
い
も
な
ど
に
時
々
安
価
な

大根の漬物を漬けている漬物屋（『漬物塩嘉言』著者蔵）

四
、
漬
物
は
必
需
品



魚
介
類
を
加
え
た
食
生
活
が
営
ま
れ
た

と
い
え
よ
う
。

お
か
ず
や
汁
の
実
に
は
何
が
一
般
的

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
式
亭
三
馬
著

『
浮
世
風
呂
』（
一
八
〇
九
）
は
、
銭
湯

に
集
う
人
々
の
日
常
の
様
々
な
お
し
ゃ

べ
り
を
主
に
描
い
た
滑
稽
本
で
、
庶
民

の
た
く
ま
し
い
生
き
生
き
と
し
た
暮
ら

し
ぶ
り
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
の
例
は
、
長
屋
に
住
む
大
坂
か
ら

江
戸
に
移
り
住
ん
で
二
か
月
程
度
の
独

り
者
が
、
隣
に
鍵
を
預
け
て
仕
事
に
出

か
け
る
日
常
の
中
、
時
に
は
一
山
い
く
ら

と
売
っ
て
い
る
安
売
り
の
果
物
を
買
っ

て
い
く
と
、
お
総
菜
の
差
し
入
れ
が
あ

る
部
分
の
話
で
あ
る
。

「
折
り
ふ
し
は
、
あ
た
り
の
あ
る
桃

な
ら
五
ツ
か
、
ズ
ッ
ト
は
づ
め
ば
、

西
瓜
の
安
売
三
十
八
文
で
も
や
ら
ん

な
ら
ん
。」

「
・
・
・
向
か
い
の
嚊か

か

や
隣
の
児
な

ぞ
相
手
に
し
て
、
あ
ほ
う
口
叩
け

ば
・
・
茄
子
田
楽
出
来
た
の
、
或
い

は
蛤
焚
い
た
の
と
い
ふ
て
、
平
皿
一

ぱ
い
ず
つ
も
あ
り
つ
く
は
い
・
・
・
」

と
、
茄
子
の
田
楽
や
蛤
の
煮
物
な
ど

が
、
日
常
の
お
か
ず
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
独
り
者
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。

「
わ
し
は
一
体
豆
腐
が
大
す
き
じ
ゃ
。

け
ど
ナ
、
小
半
挺
買
う
た
ら
し
か
た

が
な
い
。余
っ
て
犬
に
遣
ら
れ
ず
ナ
、

そ
う
じ
ゃ
と
て
皆
食
た
所
が
、
役
立

た
ん
事
ち
ゃ
。
そ
れ
故
焼
豆
腐
一
つ

買
う
て
、
腹
を
癒
し
て
い
る
じ
ゃ
。

・
・
・
早
う
嚊か

か

呼
び
た
い
。」

と
、
豆
腐
を
四
分
の
一
丁
買
っ
て
も

余
る
と
言
い
、
そ
の
た
め
焼
き
豆
腐
で

我
慢
す
る
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

江
戸
の
豆
腐
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。『
守
貞
謾
稿
』
で

も
江
戸
の
豆
腐
の
大
き
さ
は
、
京
坂
の

豆
腐
よ
り
大
き
く
、
四
分
の
一
丁
売
り

も
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）
の
江
戸
の
町
触
に
よ
る
と
、

大
豆
の
値
上
げ
に
よ
り
豆
腐
箱
を
小
さ

く
し
、
豆
腐
も
小
さ
く
切
る
等
の
不
正

が
横
行
し
た
よ
う
で
、
豆
腐
屋
よ
り
番

所
に
、
豆
腐
箱
の
大
き
さ
、
等
分
の
方

法
、
適
正
価
格
を
定
め
る
要
望
書
が
提

出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
豆
腐
の
大
き

さ
は
、
従
来
の
通
り
大
豆
四
升
で
作
っ

た
豆
腐
を
九
等
分
し
た
も
の
を
一
丁
と

定
め
て
い
る
。
そ
の
一
丁
は
、
縦
七
寸

（
約
二
一
セ
ン
チ
）、
横
六
寸
（
約
一
八
セ
ン
チ
）、

厚
さ
二
寸
（
約
六
セ
ン
チ
）
と
か
な
り

の
大
き
さ
に
な
る
。
ま
た
、
焼
き
豆
腐

は
、
大
豆
を
四
升
八
合
と
し
て
作
る
や

や
固
い
豆
腐
一
丁
を
一
二
等
分
に
し
た

も
の
で
あ
り
、
油
揚
げ
は
同
様
の
豆
腐

一
丁
を
一
八
等
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

豆
腐
一
丁
は
五
二
文
、
焼
き
豆
腐
、
油

揚
げ
と
も
五
文
と
、
以
前
よ
り
値
上
げ

し
て
い
る
。
豆
腐
四
分
の
一
丁
の
価
格

は
一
三
文
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
高

価
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
落
語
の
噺

か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
前
述
し
た
「
甲

府
ィ
」
で
、
豆
腐
屋
で
ま
じ
め
に
働
く

男
に
感
動
し
た
長
屋
の
お
か
み
さ
ん
が

毎
日
豆
腐
な
ど
を
購
入
し
、
亭
主
が
文

句
を
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。

「
ヤ
イ
、
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
い
。

な
ん
だ
か
し
ら
ね
え
が
近
ご
ろ
は
豆

腐
ば
か
り
食
わ
せ
る
じ
ゃ
ア
ね
え

か
。
朝
が
味
噌
汁
で
昼
が
雁
も
ど
き

で
晩
が
や
っ
こ
だ
。
こ
う
の
べ
つ
豆

腐
じ
ゃ
ア
か
な
わ
ね
え
。
た
ま
に
ゃ

ア
か
わ
っ
た
も
の
を
食
わ
せ
ろ
い
」

「
お
前
さ
ん
の
働
き
な
ら
、
お
豆
腐

で
十
分
だ
よ
。
お
菜
で
苦
情
を
い
う

顔
じ
ゃ
ア
な
い
だ
ろ
う
」

と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
豆
腐
が

庶
民
的
な
加
工
食
品
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
豆
腐
は
た
く
あ
ん
な
ど
漬
物
と

同
様
、
大
名
な
ど
武
士
階
級
に
お
い
て

も
重
要
な
食
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
同
様
に
豆
の
加
工
品
で
あ
る

納
豆
も
庶
民
的
な
江
戸
の
総
菜
に
な
っ

た
。
以
前
は
冬
の
食
べ
物
で
あ
っ
た
よ

う
だ
が
、『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
は

「
わ
し
ら
は
冬
で
な
け
れ
ば
食
ね
へ

も
ん
だ
と
心
得
て
い
る
に
、
近
頃

は
八
月
の
は
じ
め
か
ら
納
豆
汁
だ
。

・
・
・
お
江
戸
に
産
ま
れ
た
有
り

難
い
事
に
は
年
中
自
由
が
足
る
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
野
菜

類
の
品
種
改
良
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
、
と
く
に
大
根
な
ど
は
春
大
根
、
夏

大
根
、
秋
大
根
な
ど
大
量
生
産
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
安
価
に
手
に
入
れ
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。

長
屋
の
人
々
の
多
く
は
、
振
売
り
を

業
と
し
な
が
ら
、
自
ら
も
振
売
り
か
ら

食
材
を
購
入
し
、
と
く
に
季
節
の
野
菜

類
を
煮
物
に
し
て
総
菜
の
中
心
に
し
な

が
ら
、
正
月
な
ど
に
は
雑
煮
、
数
の
子
、

座
禅
豆
な
ど
も
用
意
し
な
が
ら
変
化
も

求
め
て
い
た
様
子
が
『
浮
世
風
呂
』
か

ら
う
か
が
え
る
。

先
ほ
ど
の
独
り
者
が
振
売
り
の
野
菜

売
り
（
前
栽

せ
ん
ざ
い

売
り
）
を
つ
か
ま
え
て
、

大
坂
人
ら
し
く
値
切
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
出
て
く
る
野
菜
類
は
、生
姜
、

白
瓜
、
唐
茄
子
（
か
ぼ
ち
ゃ
）、
十
六

じ
ゅ
う
ろ
く

大
角
豆

さ

さ

げ

、
冬
瓜
、
丸
漬
瓜
、
茗
荷
、
青

唐
辛
子
、
茄
子
な
ど
が
あ
る
。
唐
茄
子

が
三
五
文
と
い
う
値
に
、
高
す
ぎ
る
と

い
う
独
り
者
に
、
前
栽
売
り
は
、
こ
れ

で
も
安
い
の
だ
か
ら
ま
け
て
も
せ
い
ぜ

い
二
八
文
だ
と
い
う
が
、
独
り
者
は

ね
ば
り
に
ね
ば
っ
て
、
つ
い
に
一
三

文
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
、
茄
子
も

五
、
安
価
な
お
総
菜



ほ
し
い
と
、さ
ら
に
や
り
と
り
が
続
く
。

前
栽
売
り
は
、
茄
子
一
〇
個
が
三
五
文

で
掛
け
値
な
し
だ
と
言
い
、
遣つ

け

茄
子

（
煮
物
の
茄
子
）
に
よ
い
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
上
方
の
独
り
者
は
「
漬
茄
子
」

と
勘
違
い
す
る
等
の
や
り
と
り
の
あ

と
、「
こ
の
茄
子
は
お
め
へ
、
駒
込
だ
、

ほ
ん
の
事
よ
。
山
茄
子
だ
か
ら
種
は
な

し
・
・
」
と
、
当
時
茄
子
の
名
産
地
で

あ
っ
た
駒
込
の
も
の
だ
と
説
明
し
、
山

の
手
の
茄
子
だ
か
ら
種
は
な
く
煮
物
に

最
適
と
い
え
ば
、
独
り
者
も
、
本
所
産

の
茄
子
は
、
煮
て
食
べ
る
と
山
茄
子
よ

り
よ
い
な
ど
と
い
い
な
が
ら
、
半
額
に

さ
せ
た
末
に
二
個
だ
け
購
入
し
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
、
前
栽
売
り
は
、
二
個

だ
け
で
は
売
れ
な
い
か
ら
ほ
し
け
れ
ば

八
百
屋
で
買
っ
て
く
れ
と
反
発
す
る
。

前
栽
売
り
は
、
八
百
屋
と
異
な
り
、
扱

う
野
菜
の
種
類
は
少
な
い
が
、
あ
る
程

度
の
ま
と
め
売
り
を
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
と

り
は
常
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

振
売
り
商
売
は
か
な
り
厳
し
か
っ
た
と

想
像
で
き
る
。
ち
な
み
に
こ
の
話
の
顛

末
も
売
り
手
が
負
け
て
茄
子
二
個
を
半

値
よ
り
さ
ら
に
安
く
し
て
渡
し
て
い
る
。

長
屋
く
ら
し
と
そ
の
生
業
、
人
々
の

食
生
活
を
野
菜
類
の
視
点
か
ら
眺
め
て

き
た
。
ご
飯
・
汁
・
菜
・
漬
物
と
い
う

日
常
食
の
パ
タ
ー
ン
の
な
か
で
白
米
を

中
心
に
茄
子
、
大
根
な
ど
の
煮
物
を
中

心
と
し
、
時
々
い
わ
し
、
塩
鮭
な
ど
魚

類
を
加
え
た
食
生
活
を
営
ん
で
い
た

と
い
え
よ
う
。

先
の
『
浮
世
風
呂
』
に
は
、
ひ
じ
き

の
白
あ
え
、
銀
杏
切
り
大
根
と
焼
き
豆

腐
の
汁
物
、
田
作
り
と
芋
、
人
参
、
牛

蒡
、
大
根
な
ど
の
煮
物
も
登
場
し
て
い

る
が
、
田
作
り
を
入
れ
た
煮
物
は
臭
う

の
で
、
贅
沢
だ
け
れ
ど

赤
貝
に
似
た
さ
る
ぼ
う

の
貝
を
入
れ
る
と
と
て

も
お
い
し
い
と
相
手
に

も
勧
め
て
い
る
話
、
鱈た

ら

と
昆
布
を
醤
油
で
煮
つ

け
、
胡
椒
を
か
け
て
食

べ
る
鱈
昆
布
を
作
る
た

め
に
、
風
呂
屋
か
ら
の

帰
り
に
、
胡
椒
を
買
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
つ
き
あ
っ
て
と
い
う

女
同
士
の
話
な
ど
か

ら
、
よ
り
お
い
し
い
食

べ
方
や
当
時
流
行
の
食

べ
物
へ
の
関
心
を
も

ち
、
そ
の
た
め
の
情
報

を
得
る
こ
と
に
熱
心
で

あ
っ
た
様
子
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
風
呂
に
お

と
な
し
く
入
っ
た
子
ど

も
に
、
ご
ほ
う
び
と
し
て
餡
餅
か
薄
皮

饅
頭
か
焼
き
芋
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

当
時
流
行
の
焼
き
芋
を
「
は
ち
い
あ
ん

（
八
里
半
）
が
い
い
よ
」
と
所
望
す
る

は
な
し
を
紹
介
し
て
い
る
。
栗
（
九
里
）

に
近
い
味
と
い
う
意
味
で
、
焼
き
芋
を

「
八
里
半
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
子

ど
も
も
い
ち
早
く
聞
い
て
知
っ
て
い

た
だ
け
で
な
く
、
栗
よ
り
お
い
し
い
と

し
て
、
毎
日
の
よ
う
に
焼
き
芋
を
食
べ

て
い
る
な
ど
流
行
に
敏
感
で
甘
味
を
取

り
入
れ
て
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
見
え

る
。
そ
れ
は
大
福
餅
、
あ
べ
か
わ
餅
、

唐
茄
子
に
黄
粉
を
か
け
た
あ
べ
か
わ
、

白
玉
団
子
と
砂
糖
を
入
れ
た
冷
や
水
、

焼
き
団
子
、
饅
頭
な
ど
の
話
題
か
ら
も

う
か
が
え
、
ゆ
と
り
の
な
い
暮
ら
し
の

中
で
も
食
生
活
に
楽
し
み
を
見
つ
け
出

す
た
く
ま
し
さ
と
積
極
性
を
感
じ
取
る

こ
と
が
出
来
る
。

今
回
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
屋
台

店
な
ど
で
の
外
食
に
つ
い
て
は
触
れ
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
独
り
者
が

多
い
江
戸
に
は
現
在
の
フ
ァ
ー
ス
ト

フ
ー
ド
に
あ
た
る
そ
ば
・
う
ど
ん
屋
、

す
し
屋
、
天
ぷ
ら
屋
、
茶
飯
屋
な
ど
が

あ
り
、
四
文
か
ら
十
六
文
と
安
価
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
菜
屋
と
呼
ば
れ
た
、

お
総
菜
屋
で
焼
き
豆
腐
、こ
ん
に
ゃ
く
、

蓮
根
、
ご
ぼ
う
な
ど
の
煮
し
め
も
利
用

さ
れ
現
代
の
中
食
に
近
い
も
の
も
み
ら

れ
た
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
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