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中
国
舌
代
に
お
け
る
か
ま
ど
に
つ
い
て

!

釜
甑
形
式
よ
り
鍋
形
式

へ
の
襲
蓮
を
中
心
と
し
て

-

岡

崎

敬

一

明
器
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ま
ど

こ
1

で
苗
代
と
い
う
の
は
漠
代
よ
り
唐
代
ま
で
を
さ
す
｡
漠
よ
り

唐
に
か
け
て
器
物
や
人
物
'
動
物
の
類
を
粘
土
で
つ
-
り
'
明
界
と

し
て
墳
墓
中
に
副
葬
す
る
な
ら
わ
し
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
ら

の
明
器
泥
象
は
嘗
時
の
美
術
的
造
詣
を
う
か
ゞ
わ
し
め
る
ば
か
り
で

か
く
,
生
活
の
諸
相
を
も
の
が
た
る
恰
好
の
資
料
で
あ
る
D

い
ま
こ
ゝ
で
と
り
あ
げ
る
か
ま
ど
も
'
こ
の
二
つ
の
時
期
に
わ
た

り
明
器
と
し
て
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
た
.
そ
の
大
部
分
は
瓦
製
'
所

に
よ
っ
て
は
軸
を
ほ
ど
こ
し
'
ま
れ
に
は
青
銅
製
品
が
も
ち
い
ら
れ

た
｡
こ
れ
ら
は
常
時
そ
の
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
た
か
ま
ど
を
摸
し
た

も
の
で
'
そ
の
質
物
が
の
こ
っ
て
い
な
い
今
日
'
喜
像
石
'
書
像
噂

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
か
ま
ど
と
と
も
に
'
生
活
を
復
原
す
る
に
た
る
貴

重
な
資
料
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
.
.

S.ま
出
土
の
明
器
瓦
竃
に
取
材
し
'

文
献
資
料
を
あ
わ
せ
考
え
な
が
ら
'
中
観
苗
代
に
お
け
る
炊
さ
ん
生

活
の
歴
史
を
ト
レ
ー
ス
し
て
み
た
い
と
お
も
う
.

二

漠
代
の
明
器
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ま
ど

前
漠
の
帝
陵
は
秦
始
皇
帝
の
陵
の
型
制
を
か
そ
い
'
後
漠
の
帝
陵

は
前
漠
帝
陵
の
型
制
を
さ
ら
に
お

そ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
爾
漠
約

四
〇
〇
年
の
間
'
厚
葬
の
風
は

7
殻
に
ひ
る
が
り
'
漠
帝
観
の
最
東

端
で
あ
っ
た
楽
浪
郡
'
最
南
端
の
安
南
部
の
官
僚
暦
も
'
中
原
の
基

制
を
模
し
た
社
重
な
墳
墓
を
3.と
な
ん
だ
こ
と
は
近
時
の
聾
堀
の
も

の
が
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
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駅
西
'
河
南
省
の
嘗
時
の
京
鼓
を
は
じ
め
'
連
郡
に
い
た
る
ま
で
'

か
ま
ど
が
ひ
と
し
く
瓦
製
品
と
し
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
'
こ
れ

ら
か
ら
各
地
域
の
か
ま
ど
.の
形
式
を
知
り
う
諸
の
で
あ
る
｡

い
ま
駅
西
省
よ
り
は
じ
め
て
'
各
地
の
瓦
竃
を
み
て
い
く
こ
と
に

し

よ

ネ
ノ
｡

陳
西
省
の
例
は
か
つ
て
ラ
ウ
フ
.7
-
氏
か
西
安
府
で
蒐
集
し
た
も

の
が
あ
る
｡
こ
の
資
料
を
も
っ
て
"

C
hinese
P
o

ttery
o
f

t
h
e

H

an
Dy

n

a

sty
"
()

9

09,
L
eid
e
n
)

を
か
い
た
の
で
あ
る
O
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
出
土
の
局
地
が
あ
き
ら
か
で
な
い
｡
か
ま
ど
に
つ

い
て
み
る
と
'
馬
蹄
形

(th
ose
sh
ap
ed
tik
e
ar
)

eton
g
ated

h

orsesh
oe
)
と
､
長
方
形

(q
u
ad
ran
gu
t

ar
o
n
e
)
の
二
形
式

が
あ
り
'
線
粕
を
は
と
こ
し
た
も
の
が
少
く
な
い
｡
と
こ
ろ
が

7
九

三
三
年
春
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
図
立
北
平
研
究
院
の
駅
西
省
の
考
古

)1

笹
的
調
査
に
お
い
て
'
賓
難
願
闘
難
壷
の
湊
墓
か
ら
多
数
の
瓦
製
明

津
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
墓
室
お

よ
び
出
土
品
の
も
っ
と
も

完
備
し
た
H
12
墓
か
ら
共
件
す
る
貨
幣
か
ら
み
て
王
葬
新
代
の
も
の

と
想
定
さ
れ
る
｡
ま
た
内
光
花
交
明
光
鏡
'
内
光
花
文
清
白
鐘
な
ど

前
漠
様
式
の
鏡
を
出
す
も
の
が
あ
り
'
明
泰
を
出
す
湊
墓
群
は
前
漠

よ
り
王
葬
新
'
お
そ
-
と
も
後
湊
初
期
を
下
ら
ぬ
時
期
と
考
え
ら
れ

る
Ⅹ
8~
基
で
は
長

方
形
と
馬
蹄
形
の

二
形
式
を
出
す
｡

前
者
は
二
つ
の
釜

7
つ
の
釜
に
は
厳

か
か
1

る
｡
飯
は

五
孔
｡
釜
と
甑
は

ろ
く
ろ
製
'
か
ま

ど
の
四
周
に
は
菱

形
格
子
紋
を
め
ぐ

ら

し

'

7
端
に
た

き
ぐ
ち
'

7
端
に

え
ん
と
つ
を
つ
け

て
い
る
｡
馬
蹄
形

の
も
の
は
'
た
き

ぐ
ち
の
方
が
方
形

を
な
す
｡
二
つ
の

釜
を
か
け
'

7
つ

に
は
飯

を

か
け

○.ー㊥

匠 堅 K8

開難婁漠墓出土の瓦嶺 (蘇葉埼 『闘難題席末直墓葬』より)
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る
o
甑
は
五
孔
.
釜
飯
と
も
に
ろ
く
ろ
製
｡
た
き
ぐ
ち
の
左
に
は
'

女
人
が
棒
を
も
っ
て
坐

っ
て
お
り
'
右
に
は
つ
ぼ
を
う
き
出
し
'
か

ま
ど
の
ま
わ
り
に
は
雲
文
お
よ
び
渦
文
菱
形
文
を
め
ぐ
49
し
て
い
る
｡

釜
の
ま
わ
り
に
鈎
や
杓
を
う
㌢
出
し
て
い
る
｡
H
12
墓
の
も
の
は
さ

ら
に
精
巧
で
あ
る
｡
た
き
口
に
女
人
像
と
つ
ぼ
を
う
き
出
す
鮎
'
ま

た
釣
'
杓
な
ど
を
う
き
だ
し
て
い
る
鮎
は
同

一
で
あ
る
が
'
た
き
ロ

に
近
い
上
面
を
四
つ
の
直
劃
に
わ
か
っ
て
'
鳥
'
串
字
形
'
魚
'
鰻

頭
形
'
豚
を
う
き
だ
し
て
い
る
｡
釜
は
三
個
'
甑
は
失
わ
れ
て
い
る

が
'
釜
は
す
べ
て
口
の
せ
ば
ま

っ
た
形
式
で
あ
る
｡
H
12
墓
出
土
品

に
つ
い
て
報
告
者
は

｢紅
胎
'
紫
紅
色
紬
｣
と
い
っ
て
い
る
が
'
褐

粕
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
こ
れ
ら
の
か
ま
ど
の
周
連

の
文

様
は
噂
の
文
様
と

1
致
し
'
噂
で
き
ず
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
お

も
わ
れ
る
｡

ラ
ウ

フ
ァ

ー
氏
の
蒐
集
晶
も
'
困
難
墓
出
土
の
も
の
と
は
ゞ
特
長

を
ひ
と
し
く
し
て
い
る
.
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
か
ら
'
駅
西
省
で

は
'
前
漠
代
に
す
で
に

1
増
を
も
っ
て
か
ま
ど
を
き
ず
-
℃

2
長
方
形
､
ま
た
馬
蹄
形
の
二
形
式
が
あ
る
｡

3
ニ
ケ
'
も
し
く
は
三
ケ
の
釜
を
え
ん
と
つ
と
た
き
ぐ
ち
の
間
に
か

け
る
｡

4
釜
は
い
ず
れ
も

口
の
せ
ば
ま

っ

た
形
式
で
'
寵

を
の
せ
る
も

の

が
あ
る
｡

5
明
器
と
し
て
き

わ
め
て
精
巧
､

人
物
や
つ
ぼ
'

琵 H.2
第一圃 駅西省 ､

鈎
'
杓
な
ど
の
か
ま
ど
の
附
屠
道
具
や
魚
'
鳥
'

豚
な
ど
を
そ
の
上
面
に
う
き
ぼ
り
L
t
紬
を
か
け
た
も
の
が
あ
る
.

こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
｡

河
南
省
も
従
来
畢
術
的
調
査
を

へ
た
も
の
は
す
く
な
く
な
い
.

7

.l■H】
2

九

7
七
年
発
揮
願
で
茎
噂
を
つ
ん
で
つ
-

っ
た
基
壷
か
ら
は
鐘
'
鼎
'

博
山
腹
な
ど
の
銅
器
を
摸
し
た
瓦
製
品
と
と
も
に
瓦
竃
が
出
て
S
,る
.

ブ
ッ

ク
ン
ス
氏
に
よ
る
と

か
ま
と
は
粕
を
か
け
て
い
な
3,が
'
釜
と

甑
は
い
ず
れ
も
粕
を
か
け
て
い
る
.
こ
れ
で
は
二
つ
の
釜
と

7
甑
を

か
け
'
後
壁
に
う
き
だ
さ
れ
た
の
は
け
む
り
だ
L
で
あ
ろ
う
.
件
出

lヽノ

し
た
重
圏
明
光
鏡
な

ら
び
に
穿
上
構
文
五
鉄
観
が
で
ゝ
い
る
か
ら
､

少
く
も
こ
の
基
埼
墓
は
前
漢
を
下
ら
ぬ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ブ
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第二固 漠 代 墳 墓 出 土 瓦 竜 の 語 例

1.朝鮮楽浪南井里第 53事項(京都大畢人文料率研究所蔵) 2.南清洲産家屯(京

都大串考古撃教室蔵) 3.豪亜大同附近(素都大畢人文科挙研究所蔵) 4.河南洛

防(文物参考賓料1954年第 9期) 5.河南発揮 (F.Buckens氏による) 6.歴東

席州允烈路(文物参考資料1954年第 8期) 7.新江杭州老和姦(同上) 8.安徴集

麻(同上) 9.印度支那 Lien-Huong.Han-loc.Thanh-hoa(0.Jans占氏による)
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ッ
ク
ン
ス
氏
が
河
南
省
で
蒐
集
し
た
も
の
'
ま
た
近
時
中
国
の
開
饗

に
と
も
な
っ
て
出
土
し
た
も
の
な
ど
を
み
て
も
'
さ
き
に
の
べ
た
陳

西
省
の
も
の
と
根
本
に
お

い
て

1
致
す
る
の
で
あ
る
O

こ
れ
が
朝
鮮
肇
浪
郡
'
遼
東
郡
な
ど
の
漠
墓
の
出
土
品
に
な
る
と
'

軸
を
か
け
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
'
製
作
も
中
原
に
比
し
粗
末
で

あ
る
.
楽
浪
郡
の
も
の
は
'

7
九
三
三
年
､
お
よ
び

7
九
三
五
年
の

､iZI4

増
窒
境
の
餐
堀
で
数
例
出
土
し
た
｡
こ
れ
は
二
個
も
し
く
は
三
個
の

か
ま
ど
孔
に
釜
を
お

き
'
甑
を
か
け
;

7
端
に
け
む
り
だ
L
を
つ
く

る
こ
と
は
､
駅
西

･
河
南
と

7
致
す
る
が
'
そ
の
表
面
が
ま
る
み
を

お
ぴ
て
い
る
の
は
共
通
の
特
長
で
'

7
九

二
ハ
年
畿
掘
せ
ら
れ
た
大

.7･

同
江
面
第
七
故
境
の
出
土
品
で
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
は
お
そ
ら
く

奨
浪
郡
の
か
ま
ど
を
そ
の
ま
1

う
つ
し
て
い
る
た
め
t

T
つ
の
地
方

ノヽ6

性
と
解
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
く
ら
べ
て
遼
東
郡
'
た
と
え
ば
遼
陽
附
近

ノヽ7

や
南
満
洲
の
漠
墓
の
も
の
は
や
1

中
原
式
に
ち
か
い
が
1

製
作
は
ま

つ
く
軸
を
か
け
た
も
の
は
掩
と
ん
と
み
ら
れ
な
い
.
中
観
で
は
北
は

ノヽ8

豪
憂
地
帯
よ
り
漸
江
省
'
贋
東
省
な
ど
で
'
次
第
に
そ
の
例
を
く
わ

り

え
て
い
る
.
漸
江
省
杭
州
老
和
茎
漢
墓
出
土
品
は
か
ま
ど
に
釜
を
三

個
つ
ら
ぬ
て
い
る
｡
け
む
り
だ
し
の
部
分
は
あ
た
か
も
船
首
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
.
越
州
窯
の
中
に
こ
の
形
の
か
ま
ど
を
か
た
ど
っ
た

ノヽ一lU

も
Q.が
あ
る
か
ら
'
江
南
の
地
方
色
で
増

か
も
知
れ
な
1
0
こ
れ

HU1

に
-
ら
べ
る
と
簾
東
省
贋
州
東
郊
先
烈
路
出
土
の
も
の
は
'
中
原
式

に
ま
と
ま
っ
て
い
る
｡
こ
れ
も
釜
飯

1
組
を
の
せ
て
を
s
l.'
た
き
n
_

に
人
物
像
を
ひ
ね
っ
て
お
い
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
.

現
在
出
土
し
て
い
る
も
の
か
ら
み
る
と
'
駅
西
'
河
南
を
中
心
と

し
て
'
束
は
朝
鮮
'
南
満
洲
よ
り
､
南
は
贋
束
省
に
い
た
る
ま
で
'

常
時
の
漠
の
版
画
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
.-
ひ
と
し
く
釜
を
か
け
,～

そ
の
上
に
甑
を
お
い
て
炊
さ
ん
す
る
.
そ
の
使
用
法
に
つ
い
て
は
後

に
く
わ
し
く
敦
く
と
し
て
も
､
そ
の
耽
景
は
ま
さ
に
山
東
省
の
董
像

石
河
に
み
る
も
の
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
｡

印
度
支
那
北
部
に
お
い
て
も
増
墓
よ
り
家
屋
'
歯
形
の
瓦
製
品
と

と
も
に
か
ま
ど
の
瓦
製
品
の
あ
る
こ
と
が
ヤ

ン
セ

-
氏

(0
tov

ノヽ2†▲

J
a
n
s
6
)
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
｡

け
む
り
だ
L
は
鳥
や
動
物

の
首
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
.
明
器
の
副
葬
は
漠
の
中
原

の
風

を

お

そ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
た
ゞ

こ
ゝ

で

は

T
h
o
･dai
(O
n
a

n
g
･X
u.on
g
)tA

基
の
よ
う
に
鍋
形
品
の
上
に
瓦

甑
が
お

か
れ
て
い
る
が
､
中
原
式
の
口
の
せ
ば
ま
っ
た
釜
の
存
在
が

明
ら
か
で
な
い
.
両
耳
の
つ
い
た
銅
製
'
も
し
-
は
帯
軸
の
鍋
形
品

で
あ
る
.
こ
ゝ

で
は
中
国
式
の
釜
飯
の
組
合
せ
は
S.ま
の
と
こ
ろ
は
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第三国 山東武氏両前石尊書俸石にあらわれたるかまど

(Chavannes,MissionArch6010giquedanSlaChineseptentrionale.1909による)

ノヽ31

っ
き
れ
し
て
い
な
い
.
安
徽
省
巣
解
凍
墓
の
瓦
竃
に
は
両
耳
の
あ
る

鍋
形
晶
が
か
ゝ
っ
て
い
る
0
中
国
南
部
の
漠
墓
出
土
品
に
つ
S,て
は

将
来
さ
ら
に
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
｡
ま
た
将
来
各
地
よ
り
の
出
土

を
ま
っ
て
地
方
性
な
ど
さ
ら
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
.

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
'
繭
漠
に
は
や
く
も
駅
西

･
河
南
省
を
中

心
と
し
て
釜
飯
の
組
合
せ
を
も
つ
埼
で
き
ず
S,た
か
ま
ど
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
｡
釜
飯
は
主
食
を
炊
さ
ん
す
る
原
則
的
セ
ッ
ト
で
あ
る
.

こ
の
組
合
せ
は
地
域
的
に
み
る
と
東
は
朝
鮮
'
南
満
洲
よ
-
'
南
は

床
束
市
西
郊
に
か

よ
ん
で
S,る
が
'
葦
北
の
も
の
が
基
本
的
な
形
で

あ
り
'
各
地
域
に
そ
れ
ふ
＼
地
方
差
を
う
ん
だ
こ

と
は
疑
い
を
い
れ

な
い
.
後
湊
代
よ
り
六
朝
に
か
け
て
も
､
こ
の
釜
飯
横
式
の
か
ま
ど

が
ひ
き
つ
ゞ
き
用
い
ら
れ
た
｡
た
ゞ
六
朝
に
入
っ
ーて
か
ら
の
資
料
が

き
わ
め
て
不
充
分
な
の
で
､
い
ま
こ
れ
を
漠
様
式
の
か
か
と
と
し
て

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
.

/

三

藻
株
式
の
炊
さ
ん
の
か
た
ち

さ
て
明
器
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ま
ど
字

サ
る
と
,
か
ま
ど
に
釜
を
れ

け
'
さ
ら
に
こ
し
き
を
か
け
て
い
る
の
が

1
つ
の
通
性
で
あ
る
｡
山

東
武
氏
前
石
童
の
塞
像
石
を
み
る
と
'
や
は
り
た
き
ぐ
ち
と
け
む
り
･
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出
し
の
間
に
二
つ
の
釜
を
か
け
'

1
つ
は
髄
が
か
ゝ

り
'
さ
ら
に
ふ

た
を
か
ぶ
せ
る
.
た
き
口
に
ち
か
い
釜
は
人
物
が
そ
の
上
に
杓
を
も

つ
｡
か
べ
に
は
鳥

･
牛
首

･
鳥

･
魚

･
豚
首
な
ど
が
か
1

っ
て
い
る
.

こ
の
瞳
の
喜
像
石
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
ま
さ
し
く
厨

房
を
う
つ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
開
発
室
H
12
墓
の
瓦
竃
は
厨
房
を

か
ま
ど
の
上
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
.

釜
飯
が
主
食
炊
さ
ん
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
漠
代
の
文
献
に

し
ば
し
ば
出
て
く
る
｡

史
記
巻
七
'
項
羽
本
紀
に
は

.A

嘗
陽
君
蒲
将
軍
み
な
項
羽
に
屠
す
｡
項
羽
す
で
に
卿
子
冠
を
こ
ろ

す
｡
軍
威
'
楚
の
閲
に
ふ
る
い
'
名
諸
侯
に
き
こ
ゆ
｡
す
な
わ
ち

嘗
陽
君
蒲
将
軍
'
卒
二
寓
を
つ
か
わ
す
｡
河
を
わ
た
り
鉦
鹿
を
救

ぅ
.
戦
利
す
く
な
し
｡
陳
飴
ま
た
兵
を
請
う
0
項
羽
す
な
わ
ち
こ

と
こ
と
く
兵
を
ひ
い
て
河
を
わ
た
り
'
み
な
船
を
し
づ
め
'
釜
飯

を
や
ぶ
牡

鹿
舎
を
や
く
.
三
日
の
糧
を
も
っ
て
'
も
っ
て
士
卒

.に
必
死
に
し
て
'

7
に
か
へ
る
心
な
き
を
示
す
｡

と
み
え
る
.
つ
ま
り
文
字
ど
お
-
背
水
の
陣
を
し
い
て
戦

っ
た
わ
け
･

で
あ
る
が
'
船
を
し
づ
め
'
釜
飯
を
こ
わ
し
'
屋
舎
を
や
く
｡
釜
飯

は
炊
さ
ん
の
た
め
の
具
で
勝
た
ず
ん
ば
二
度
と
炊
さ
ん
せ
ず
と
い
う

決
意
を
し
め
し
て
吟
る
｡

こ
れ
と
同
じ
表
現
は
後
漢
書
巻
四
十
四
'

帝
王
解
侍
に
も
み
ら
れ
る
｡

重
罪
約
言
将
軍
厳
尤
'
秩
宗
将
軍
陳
茂
'
阜
賜
の
軍
敗
れ
し
こ
と

を
き
1
'
ひ
い
て
宛
に
よ
ら
ん
と
欲
す
.
伯
升
す
な
わ
ち
兵
を
陳

ね
'
衆
に
誓
い
'
衆
を
や
き
'
釜
飯
を
や
ぶ
り
'
鼓
行
し
け
す
ゝ

む
｡

っ
ま
り
軍
隊
の
携
行
品
に
釜
飯
が
あ
り
'
時
に
鷹
じ
'
か
ま
ど
を
き

ず
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

釜
飯
を
釜
鷲
と
も
熟
字
す
る
例
が
あ
る
｡
後
漢
書
巻
四
和
帝
紐
に

永
元
五
年
(紀
元
九
三
年
)
二
月
丁
未
詔
し
て
日
く
'

去
年
秋
穿
入
る
こ
と
少
し
.
民
の
食
た
ら
ざ
ら
ん
こ
と
億
か
そ
る
.

-

-

さ
き
に
郡
図
上
す
ら
く

｢貧
民
'
衣
履

･
釜
常
を
も
っ
て

柴
と
な
す
｡
し
こ
う
し
て
豪
右
そ
の
儀
利
を
得
｣
と
｡

鷲
の
音
は
尋
､
『
方
言
』
に
よ
る
と

｢飯
は

〔函
谷
〕
閲
よ
り
東
は
こ

れ
を
鷲
と
い
う
｣
と
み
え
る
か
ら
'
釜
飯
に
ほ
か
な
ら
ぬ
.
港
南
子

道
鷹
訓
に
詰

珊
憎
七
所
引

太
王
室
父
'
邪
に
お
る
.
数
人
こ
れ
を
攻
む
.
策
を
放
し
て
去
る
｡

百
姓
釜
警

負
い
･
衆
山
を
こ
え
て
肢
に
圃
す
.

〔帽
贈
舶
離
謂
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と
み
え
る
O
こ
の
表
現
で
み
る
と

7
般
百
姓
に
い
た
る
ま
で
釜
飯
の

か
た
ち
で
炊
さ
ん
し
た
こ
と
を
し
め
す
｡

後
漢
書
縫
儀
志
で
は
皇
帝
の
副
葬
品
目
録
が
あ
る
｡

東
園
武
士
'
事
を
執
り
明
器
を
下
す
｡
腎
八
盛
容
三
升
｡
黍

1
㌧

稜
l
P
奔

7
'
梁

7
㌧
積

7
､
麻

一
､
歳

7
'
小
豆

一
'
撃

ニ
'

容
三
升
'
醸

7
㌧
龍

7
㌧
層

7
-

･･･瓦
龍
三

瓦
釜
二
㌧
瓦
甑

7
'
瓦
鼎
十
二
㌧
容
五
升
'
鶴
勺

7
㌧
容

1
升
､
瓦
案
九
㌧
瓦
大

杯
十
六
､
容
三
升
'
瓦
小
杯
二
十
㌧
容
二
升
'
瓦
飯
紫
十
㌧
瓦
酒

樽
二
'
容
五
斗
､
鶴
勺
二
㌧
容

一
升
｡

盛
典
巻
八
十
六
に
は
菅
の
明
津
に
つ
い
て
菅
賀
楯
の
文
を
ひ
い
て

い
る
.

一

英
明
器
'
漕
凡

7
､
酒
壷
二
'
漆
界
風

7
､
三
穀
三
界
､
瓦
唾
壷

･7
'
膳

7
簡
'
履

7
'
瓦
蹄

7
㌧
展

1
.
瓦
杯
盤
杓
杖

7
'
瓦
燭

盤

二

審
百
副
'
瓦
喬

7
㌧
瓦
竃

7
'
瓦
香
焼

7
.
釜
二
'
枕

7
､

瓦
髄

二

手
巾
'
貯
幣
玄
三
'
練
二
'
博
充
幅
長
尺
'
瓦
腹

7
'

瓦
盟
盤

1

こ
れ
で
み
る
と
瓦
竃

T
t
釜
二
㌧
瓦
飯

7
を
も
ち
S,て
い
る
｡
育
代

に
も
釜
飯
形
式
を
も
ち
i

てい
た
こ
と
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

漠
代
よ
り
六
朝
に
か
け

て宮
廷
よ
り
百
姓
に
い
た
る
ま
で
'
ま
た

軍
陣
の
間
に
あ
っ
て
も
釜
飯
が
用
い
ら
れ
'
衣
履
釜
飯
が
必
要
紋
く

べ
か
ら
ざ
る
最
小
の
生
活
水
準
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

い
ま
釜
飯
お

よ
び
そ
の
附
屠
品
に
つ
い
て
い
き
ゝ

か
訓
話
を
こ
1

､

ろ
み
よ
う
｡

*

*

*

釜

か
ま
ど
に
か
ゝ
っ
た
賓
例
か
ら
み
る
と
'
漠
代
の
文
献
に
い

う
釜
は
口
の
せ
ば
ま
っ
､た
'
今
日
の
日
本
の
茶
釜
に
ち
か
i
も
の
で

あ
る
.
『
方
言
』
で
は
｢釜
島

よ
り
西
は
あ
る
い
は
こ
れ
を
鐘
と
い

う
｣
と
み
え
る
が
'
『詮
文
』
で
は
鋲
を
｢釜
の
如
く
し
て
大
口
な
る

も
の
｣
と
い
っ
て
い
る
.
釜
､
錆
と
も
に
金
偏
に
従
っ
て
い
る
が
'

『詮
文
』
に
は

｢覇
は
銀
の
屠
な
り
｣
と
み
え
る
か
ら
'
土
製
の
も
の

は
覇
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
甫
'
父
と
も
に
普
通
で
あ
っ
て
'

土
製
の
も
の
が
金
属
化
す
る
に
し
た
が
い
､
釜
錦
の
字
が
用
S,ら
れ

T

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.
湊
代
で
は
'
謝
承
後
漢
書

110

大
卒
御
覚
巻

七
五
七
所
引

顕
川
夢
喝
避
'
徐
州
の
刺
史
と
な
り
'
小
銅
釜
飯
を
も
っ
て
十
日

に

7
炊
す
.

と
み
え
る
よ
O
k̂ir
銅
製
品
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
朝
鮮
饗
浪
郡

ノヽ

5

6

l

l

石
鹸
里
第
九
耽
墳
'
駅
西
闘
難
蔓
J
12
基
の
出
土
銅
鏡
や
'
漠
漁
陽
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tHid71

郡
孝
文
廓
厳
鋲
の
如
き
も
の
か
ら
そ
の
形
を
う
か
ゞ
う
こ
と
が
で
き

る
が
'
た
ゞ
こ
れ
ら
は
祭
紀
の
器
と
し
て
鍾
鼎
と
と
も
に
行
わ
れ
'

在
乗
の
商
に
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
鮎
'
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
い

1

か
え
れ
ば
'
段
周
よ
り
の
偉
銃
的
な
銅
器
の
種
類
中
に
商
に
か
わ

っ
て
釜
(錆
)甑
形
式
が
出
る
こ
と
は
か
ま
ど
の
出
現
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
｡

LlrHuVJ1

困
難
墓

A
5
墓

H
12
墓
で
は
鏡
釜
が
出
て
い
る
｡
前
者
は

口
径

七
･七
セ
ン
チ
'
腹
径

二

･
〇
セ
ン
チ
'
高
さ
八
･七
セ
ン
チ
'

後

者
は
口
径

7
〇
･八
セ
ン
チ
'
腹
径

7
九
･二
セ
ン
チ
'
高
さ

7
三
･

六
セ
ン
チ
の
鋳
造
品
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
充
分
賓
用
に
た
え
う
る
も

の
で
あ
る
｡

た
ゞ
後
に
の
べ
る
よ
う
に
'
後
代
で
は
釜
の
意
味
が
ひ
ろ
く
つ
か

わ
れ
て
'
鍋
状
の
も
の
も
ふ
く
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
敢
'
漠
代
の

釜
は
口
の
せ
ま
く
な
っ
た
形
式
の
も
の
と
考
え
て
ほ
ゞ
差
支
え
な
S,

よ
う
で
あ
る
｡

甑

甑
の
字
は
'
融
が
釜
に
か
わ
っ
て
も
'
永
く
瓦
偏
に
Ĵ
た
が

9

っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
土
器
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
湊
代
の
遺
鏡
よ
り

甑
形
土
器
を
み
3,だ
す
に
苦
し
ま
な
い
｡
そ
の
形
は
鉢
形
土
器
の
底

に
数
個
乃
至
十
数
個
穿
孔
L
t
釜
に
か
け
る
の
で
あ
る
.

『録
異
偉
』
禁

諸

鵬

に

隆
安
中
(紀
元
三
九
七
-
四

〇
二
㌧
奥
原
の
張
君
林
'
忽
ち
鬼
乗

る
あ
り
'
其
の
駆
使
を
た
す
-
.
林
豪
の
飯
破
れ
て
用
う
べ
か
ら

す
.
鬼
す
な
わ
ち
盆
の
底
を
撞
き
'
穿
ち
て
も
っ
て
髄
に
発
つ
｡

隆
安
は
束
管
安
席
代
の
年
牧
で
あ
る
O
盆
に
あ
な
を
あ
け
た
と
い

え
ば
'
土
器
で
代
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡

『郭
林
宗
別
停
』
卵
弧

に

鉦
鹿
の
孟
敏
'
太
原
に
客
た
り
し
と
き
'
甑
を
お

と
し
て
か
え
り

み
ず
｡
林
宗
み
て
こ
れ
に
問
う
｡
こ
た
え
て
日
く
'
厳
す
で
に
や

ぶ
れ
ぬ
｡
こ
れ
を
成
る
も
谷
な
し
と
｡
林
宗
そ
の
分
決
を
も
っ
て
'

す
ゝ

め
て
畢
ば
し
む
O
は
た
し
て
莫
士
と
な
&
.

髄
は
ど
う
も
こ
わ
れ
や
す
い
も
の
ら
し
A
.
居
延
地
方
よ
り
蔑
見
さ

れ
た
後
漠
代
の
木
簡
に
よ
る
と
'
釜
櫨
は
官
給
品
と
し
て
屋
上
み
え

る
が
'
厳
は
み
え
な
い
.
お

そ
ら
-
髄
は
渦
耗
品
と
し
て
と
り
あ
っ

か
わ
れ
た
打
で
あ
ろ
う
.

甑
に
は
釜
と
お
な
じ
く
銅
製
品
の
あ
っ
た
こ
と
は
'
先
に
ひ
く
穎

川
芸

盈

紳
書
の
ほ
か
,
晋
の
聾

の
裏

書

恩

詣

謂

に

任
文
公
'
王
葬
の
襲
あ
る
を
知
り
'
こ
と
こ
と
-
奇
物
を
責
り
'

た
ゞ

銅
館
蓑
笠
の
み
を
存
す
｡

-111-
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と
あ
る
｡
そ
の
表
現
は
'
後
漢
書
和
帝
紐
の

｢衣
履
釜
驚
｣
と
同
様

で
､
生
活
用
品
の
最
低
水
準
を
意
味
し
て
い
る
｡

筆

釜
飯
だ
け
で
は
い
ま
だ
完
全
で
な
い
.
甑
は
底
に
あ
な
が
あ

ヽ
ヽ
ヽ

い
て
い
る
の
で
'
そ
こ
に
は
等
つ
ま
り
す
の
こ
を
し
い
た
の
で
あ
る
.

『
世
詮
』
夙
意
篤
に

賓
客
'
陳
大
丘
(塞
)
に
い
た
り
て
宿
す
.
大
丘
'
(そ
の
二
子
)元

方

･
方
李
を
し
て
炊
か
し
む
.
客
'
太
丘
と
論
議
す
.
二
人
火
を

進
め
倶
に
委
し
て
ひ
そ
か
に
き
き
'
炊
-
に
草
を
お
く
を
わ
す
る
｡

飯
'
釜
中
に
お

っ
｡
太
丘
伺
う
'
飯
何
ぞ
傑
せ
ざ
る
と
｡
元
方

･

季
方
長
路
し
て
日
-
'
大
人
客
と
語
る
'
す
な
わ
ち
と
も
に
ひ
そ

か
に
き
き
'
炊
-
に
等
を
お
-
を
わ
す
る
｡
飯
'
い
ま
廉
と
な
れ

わ
/
と
｡

飯
は

｢
こ
わ
め
L

L

で
あ
り
､
廉
は

｢
べ
た
め
し
｣
で
あ
る
.
粥

は
米
す
く
な
く

さ
ら
に
や
わ
ら
か
き
も
の
で
あ
る
.
『
世
詮
』
の
こ

の
は
な
し
豊

山
稔
後
漢
書

諾

詣

綿

に

萄
淑
'
陳
是
と
相
善
し
｡
官
を
棄
て
常
に
駕
を
命
じ
て
相
就
き
'

元
方
を
し
て
側
に
侍
せ
し
め
'
季
方
を
し
て
食
を
作
ら
し
む
.
か

っ
て
あ
る
朝
'
食
遅
る
｡

かた

季
方
ひ
ざ
ま
つ
い
て
日
く

さ
き
に
大
人
の
苛
君
と
言
る
を
聞
き

を
り
L
に
甚
だ
善
し
'
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
乗
け
り
｡
鯨
こ

わ
れ
､
飯
廉
と
な
れ
り
と
｡.

と
み
え
る
は
な
し
と
同
源
で
あ
ろ
う
｡
後
者
で
は
寵
が
こ
わ
れ
た
こ

●
ヽ
ヽ

と
に
な
っ
て
い
る
が
'
前
者
で
は
す
の
こ
が
お

ち
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
.

釜
に
水
を
そ
1

ぎ
'
厳
に
等
を
し
い
て
'
穀
物
を
そ
の
上
に
お
き
'

ふ
た
を
す
る
.
か
く
て
か
ま
ど
に
火
を
投
す
る
の
で
あ
る
O.

四

唐
代
の
明
器
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ま
ど

唐
代
の
墳
墓
は
漠
墓
に
-
ら
べ
'
畢
術
的
調
査
を
み
た
も
の
は
き

わ
め
て
参
々
た
る
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
清
末
詐
洛
鋳
道
が
開
設
せ

ら
れ
た
際
'
唐
代
の
明
器
泥
象
が
多
く
出
土
L
t
わ
が
観
に
も
舶
載

さ
れ
た
も
の
が
す
-
な
く
な
S,O
唐
代
は
人
物
'
動
物
の
像
が
大
部

分
を
し
め
'
藻
代
に
く
ら
べ
て
器
物
の
種
類
が
比
較
的
す
-
な
い
o

L
か
し
か
ま
ど
の
瓦
製
品
の
あ
り増
し
と
榛
'
ブ
ッ

カ
ン
氏
の
紹
介
し

ハU

た
河
南
府
の
北
F
境
の

1
括
遺
軌
が
と
か
ら
み
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
･

唐
代
の
か
ま
ど
は

7
殻
に
小
形
で
あ
る
｡
い
ま
京
都
大
挙
文
畢
部

考
古
畢
教
室
の
所
蔵
品
を
例
に
と
っ
て
詮
明
し
よ
う
｡
こ
れ
ら
の
出

土
地
鮎
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
河
南
省
'
駅
西
省
の
ほ
か
に
遠
-
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は
も
と
め
ら
れ
な
い
｡

.Sは
こ
と
に
白
色
の
胎
土
で
透
明
紬
が
う
す

く
か
1

り
'
河
南
と
す
る
推
測
を
ふ
か
め
る
の
で
あ
る
.

糾は
た
か

さ
十

一
セ
ン
チ
'
凸
字
形
の
壁
の
下
に
ア
ー
チ
状
の
た
き
ロ
が
あ
る
｡

潮は
底
長
八

･
二
セ
ン
チ
'
こ
れ
は
凸
字
形
の
壁
が
あ
り
'
こ
れ
で

葬四囲 唐 代 の 瓦 恵 (京都大単文畢部考古畢教室蔵)

は
.た
き
口
が
略
さ
れ
'

7
号
に
煙
出
し
と

お
も
わ
れ
る
突
起
が
あ
る
O
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
か
ま
ど
の
中
央
に

f
個
蓋
の
部
分

が
み
え
る
｡
こ
れ
は
釜
飯
で
は
な
い
｡
い

わ
ば
鍋
に
蓋
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
0

現
在
私
の
み
た
唐
代
の
瓦
竃
と
お
も
わ
れ

る
も
の
1

大
部
分
は
蓋
の
み
で
あ
る
｡
こ

れ
は
主
rt)し

て駅
西

･
河
南
の
支
配
暦
の

厨
房
の
か
ま
ど
を
う
つ
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
｡
そ
う
す
る
と
'
唐
代
の
南
京
附
近
で

は
鍋
を

7
つ
か
く
の
が
普
通
の
形
式
で
あ

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

鍋

唐
代
瓦
篭
に
か
け
ら
れ
た
も
の
を

今
日
い
う
鍋
と
し
て
'
そ
れ
を
唐
代
に
お

い
て
も
は
た
し
て
鍋
と
よ
ん
だ
で
あ
ろ
う

か

｡わ
が
瀕
順
の
『
倭
名
類
衆
抄
』
に
'
『唐
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式
』
を
多
-
ひ
い
て
い
る
が
'
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
｡

●

唐
式
云
,
.鋳
鍋
,
食
箪
各

7
.

こ

れ
は
と
こ
の
装
備
目
録
で
あ
る
か
'
わ
か
ら
な
い
が
'
こ
れ
が
炊

さ
ん
道
具
で
あ
る
こ
と
は
'
下
の
食
筆
と

一
し
よ
に
し
て
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
も
い
え
る
.

唐
合
要
七
十
二

｢府
兵
｣
保
に

天
資
八
載
五
月
九
日
'
折
衝
の
上
府
､
魚
書
を
下
す
を
停
む
｡
兵

交
う
べ
き
な
き
を
も
っ
て
な
り
｡
末
年
に
至
り
'
折
衝
府
は
但
兵

●

額
あ
る
の
み
に
し
て
'
其
の
軍
士
'
戎
器
'
六
駄
'
鍋
'
幕
'
換

糧
並
び
に
廃
せ
り
.

と
み
え
て
い
る
｡
こ
れ
で
み
る
と
盛
唐
時
の
軍
隊
は
鍋
を
携
行
し
て

い
た
の
で
あ
る
.
漠
で
は
釜
飯
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
お
も
う
と
'

文
字
ど
お

り
大
き
な
襲
化
で
あ
る
.

敦
蛙
文
書

(C
o
E
ection
Petti
ot
N
o･268
5
数
値
授
喪
中
輯
)

に
は

●

●

-

･釜
萱
口
受
(九
封
)
7
科
五
勝
,
鍋

7
勝
竿
'
黍
鼠
増
子
萱
'

鐸
萱
孔
'
鋸
南
張
'
操
雨
具
'
鐙
萱
具
'
被
頭
C1･萱
'
努
刀
萱
'

＼
切
妻
'
鍬
萱
張
'
馬
鈎
童
'
碧
絹
萱
文
集
尺
､
黒
自
牛
萱
牛
'
蔀

草
馬
輿
大
郎
鍵
具
萱
｡
‥
‥

と
み
え
る
｡
こ
の
鍋
は
釜
と
鐘
子
の
間
に
か
1
れ
て
い
る
か
ら
や
は

り

'
な
べ
で
あ
ろ
う
.
た
ゞ

こ
れ
で
み
る
と
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
と

は
お
も
わ
れ
な
い
.

さ
て
漠
代
に
お
い
て
は
釜
飯
が
か
ま
ど
に
か
1

る

7
殻
の
形
式
で

雷

･
後
漢
書
薩
儀
雲

喪
,
雷

び
通
典
禁

に
b
l
菅
賀
楯
の

史
よ
り
み
て
'
瓦
竃
に
か
ゝ

る
の
は
釜
と
髄
で
あ
っ
た
.
七
か
し
鍋

の
字
を
見
出
す
こ

と
が
つ
い
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

『詮
文
』
に
は
鍋
の
字
が
な
い
｡
そ
の
か
わ
り
相
の
字
が
あ
り

｢感

膏
器
｣
と
し
て
み
え
る
｡
厳
氏
注
に
は
過
'
株
'
鍋
の
三
字
は
同
じ

で
'
株
は
串
の
盛
膏
券
と
し
て
い
る
.
『方
言
虹
で
は
｢革
紅
は
斉
､

燕
'
海
岱
の
間
こ
れ
を
鍋
と
い
3,㌧
あ
る
い
は
こ
れ
を
銀
と
い
う
｡

閲
よ
り
西
は
こ
れ
を
紅
と
3,ぅ
｡
膏
を
盛
る
も
の
を
こ
れ
を
銀
と
い

う
と
み
え
る
｡
つ
ま
り
鍋
は
関
西
す
な
わ
ち
長
安
附
近
で
は

｢膏
を

も
る
器
｣'
関
東
す
な
わ
ち
河
南
省
で
は
｢串
紅
｣
を
意
味
し
た
の
で

あ
る
｡
呈

篇
』
(
S.ま

『
大
魔
窟
舎
重
篤
』
に
し
た
が
う
)
で
は
.､

｢摘
｣
は

｢苗
和
切
'
串
旺
盛
膏
者
'
文
相
軍
政
系
具
｣
(第
六
)'

｢鍋
｣
は

rpin
和

･
公
禍
二
切
'
革
紅
盛
膏
器
｣
(第
十
八
)
七
あ
る

の
は
'
湊
代
の
意
味
を
う
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
.

か
く
て
湊
六
朝
に
お
け
る

｢鍋
｣
の
意
味
と
､
唐
代
に
な
っ
て
の
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｢鍋
｣
の
意
味
が
こ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.

唐
代
に
入
っ
て
は
じ
め
て

｢鍋
｣
が
煮
沸
具
と
し
て
の
意
味
を
も
っ

て
き
た
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡

さ
て
鍋
は
釜
飯
と
こ
と
な
り
'
少
く
も
穀
物
を
む
ナ
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
｡
直
接
に
た
く
こ
と
も
で
き
'
油
で
い
た
め
'
ま
た
池
で

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
'
ひ
ろ
い
使
用
の
は

ゞ
を
も
っ
て
い
る
｡
し
か

し
蒸
食
用
の
髄
は
こ

れ
で
す
た
れ
た
の
で
は
な
い
O

杜
牧
の
自
撰
の
墓
誌

〔焚
川
文
集
懇
第
十
〕
に

｢今
歳
十
月
二
日
'
奴
順
乗
り
て
い
う
.
炊
ま
さ
に
熱
せ
ん
と
す

わ

る
に
'
寵
裂
れ
ぬ
と
｡
予
い
わ
く
不
詳
な
り
と
.
｣

こ
の
材
料
に
は
な
灯
を
用
い
･た
で
あ
ろ
う
か
｡
庚
断
の
『劇
談
録
』

巻
下
白
倖
乗
舟
の
項
に

HrHu

し
り

21

の

舟
の
後
に
'
小
竃
あ
り
'
桐
飯
を
安

せ
て
炊
く
.

と
あ
る
.
こ
れ
を
み
る
と
桐
の
こ

し
き
'
い
わ
ば
せ
い
ろ
う
で
あ
る
｡

漠
様
式
の
土
器
形
式
の
寵
は
底
が
小
さ
く
'
そ
れ
を
う
け
る
釜
は
必

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

然
的
に
口
の
せ
ば
ま
っ
た
形
に
な
る
が
'
せ
い
ろ
う
で
あ
れ
ば
鍋
で

も
さ
し
つ
か
え
な
い
.
現
在
華
北
で
は
鍋
の
上
に
木
の
枠
の
せ
い
ろ

ぅ
を
お
く
｡
ま
た
飯
は

1
度
た
い
た
も
の
を
さ
ら
に
む
す
凄
偉
ぶ
と

い
ろ
ち

ら
'
唐
代
で
は
鍋
で
あ
っ
て
も
充
分
飯
を
む
す
こ
と
が
可
能
′

で
あ
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
鍋
は
従
乗
の
漠
様
式
の
釜
飯

に
比
し
て

7
つ
の
器
で
多
く
の
用
途
に
た
え
う
る
と
S.わ
ね
ば
な
ら

ぬ
｡

*

*

*

･
*

さ
て
唐
の
明
器
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ま
ど
が
昔
時
の
か
ま
ど
を
う
つ

し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
鍋
が
使
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
O
ま
た
こ
し

き
も
土
器
よ
り
木
製
品
に
特
化
し
た
｡
中
歯
で
は
こ
の
後
'
鍋
が
炊

さ
ん
用
具
と
し
て
重
要
な
役
割
を
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
.
も
と
よ

り
釜
飯
形
式
が
鍋
形
式
に
推
移
す
る
の
は

7
朝
の
こ
と
で
な
い
.
ま

た
所
に
よ
っ
て
釜
飯
と
も
土
器
の
用
い
ら
れ
た
地
域
が
な
が
く
つ
ゞ

き
'
釜
形
式
と
鍋
形
式
が
併
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
'
重
度
と

し
て
鍋
形
式
に
う
つ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡ヽ
ノ22

明
代
の

『
天
工
開
物
』
八
㌧
鋳
造
の
項
に

釜
は
水
を
い
れ
て
火
に
か
け
る
も
の
で
'
日
々
の
食
事
に
炊
く
こ

と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
｡
鋳
造
す
る
に
は
生
鏡
か
'
ま
た
は
廃

物
に
な
っ
た
鏡
物
の
織
器
を
材
料
に
使
う
.
大
き
さ
は

7
定
し
な

い
が
'
普
通
に
使
う
の
は
口
琴

1尺
を
棲
準
と
L
t
厚
さ
は
約
二

分
で
あ
る
｡
小
さ
S.も
の
は
口
径
が
そ
の
年
分
で
あ
る
が
'
厚
さ

は
挙

ら
な
い
.
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”
6
ﾆ
多
る
。
こ
の
圖
に
の
せ
る
釜
と
い
う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
鎌
で
．
（
西
五
六
年
）
髪
し
た
司
禮
太
監
金
蕃
墓
よ
畠
た
銅
静
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

　
　
あ
り
、
ま
た
そ
の
口
径
か
ら
考
え
て
鍋
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
　
、
　
　
五
圖
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
方
形
の
か
ま
ど
に
五
個
の
鍋
が
か
瓦
り
・

　
　
　
明
史
禮
志
、
明
器
の
項
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杓
が
配
し
て
あ
る
。
か
く
て
禮
志
に
い
う
釜
も
鍋
と
み
て
差
支
え
な

　
　
　
「
初
め
洪
武
二
年
（
＝
二
六
九
年
）
救
し
て
開
卒
王
常
遇
春
を
鍾
山
　
　
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
鍋
は
俗
に
い
う
こ
と
ば
で
釜
を
用
い
た
の
で

　
’
　
の
陰
に
葬
る
。
明
器
九
十
事
を
給
し
、
こ
れ
を
墓
中
に
納
む
。
：
　
　
あ
ろ
う
。
現
在
の
中
國
で
は
炊
さ
ん
に
鍋
を
用
う
る
の
が
通
例
で
あ

　
　
　
鉦
二
、
鼓
四
、
紅
旗
、
梯
子
各
二
、
紅
羅
、
蓋
鞍
、
籠
各
一
、
弓
　
　
る
が
、
唐
代
の
か
ま
ど
は
現
在
わ
か
っ
て
か
る
こ
の
窯
一
つ
の
先
承

　
　
　
二
、
箭
三
、
竈
、
釜
、
火
櫨
各
一
、
倶
に
木
を
も
っ
て
こ
れ
を
つ
　
　
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
　
　
巳
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
、

　
　
　
く
る
。
」

　
　
と
み
え
る
・
で
で
も
竈
・
釜
が
あ
る
・
『
天
工
開
物
』
の
例
か
ら
み
　
’
　
五
叢
よ
り
鍋
へ
の
推
楚
つ
い
て
の

　
　

ﾄ
も
鍋
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ご
れ
を
傍
誰
す
る
よ
い
例
が
　
　
　
基
礎
的
問
題
　
　
　
｝
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
京
西
善
橋
で
獲
見
さ
れ
た
明
景
泰
七
年
　
　
　
①
煮
沸
形
態
の
材
料
に
つ
い
て
1
土
器
よ
り
金
罵
器
へ
1
　
　
　
一

鋳
　
　
圖
暇
難
　
　
呈
す
る
の
で
あ
る
・
こ
の
二
つ
の
　
は
中

　
、
の
　
　
　
　
　
漢
様
式
の
か
ま
ど
に
つ
い
て
み
る
と
、
釜
甑
の
二
者
の
く
み
あ
わ

騰
駄
　
羅
驚
甕
麗
羅
聾
凱
麗
諾
鞠

‘
　
@
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
せ
　
　
國
先
史
土
器
以
來
の

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
土
ゆ
1
9
　
　
　
　
　
　
°
　
、

　
　
　
　
　
　
　
第
出
5
6
椀
　
傳
統
で
あ
る
彩
陶
黒
陶
に
裸
て
は
粗
製
の
土
漿
日
健
用

樽

鞭
毅
　
う
る
煮
沸
用
の
土
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
・
河
南
不
召
塞
の
遺
臨
で

輌
（
鰺
　
　
は
・
直
奨
に
あ
た
る
三
脚
の
土
器
（
扇
）
の
上
に
磨
孔
を
う
が
っ

南
　
　
文

　
　
　
σ
　
　
　
　
　
た
甕
形
の
器
（
甑
）
が
く
み
あ
わ
さ
る
。
扇
と
甑
の
く
み
あ
わ
せ
は
黒
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陶
に
お
S,て
も
用
い
ら
れ
る
L
t
段
嘘
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
.

こ
の
商
が
盛
ん
に
用
S,ら
れ
る
こ
と
は
'
固
定
し
た
か
ま
ど
の
存

在
を
積
極
的
に
は
芳
明
し
な
い
｡
つ
ま
旦
南
は

7
ヶ
所
で
炊
さ
ん
す

る
も
の
で
な
く
'
ま
た
長
期
の
使
用
に
た
え
る
も
の
で
な
い
｡
商
の

滑
滅
し
た
時
期
に
か
ま
ど
が
き
ず
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
.
火

に
か
1

る
土
器
は
長
期
の
使
用
に
た
え
得
な
い
.
し
た
が
っ
て
金
展

器
で
あ
る
こ
と
が
嘗
然
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
に
は

銅
も
し
く
は
鉾
の
鋳
造
技
術
の
萄
連
お
よ
び
'
そ
の
大
量
生
産
の
可
■

能
性
を
前
線
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
か
し
金
属
化
の
可
能
と
普

及
と
と
も
に
商
-
融
-
釜
と
い
う
煮
沸
器
の
系
譜
が
成
立
す
る
の
で

あ
る
｡

髄
は
直
凄
火
に
か
1

る
部
分
で
な
く
'
ま
た
必
要
が
あ
れ
ば
土
器

に
底
を
う
が
っ
て
代
用
し
う
る
の
で
あ
る
｡
土
器
の
底
は
普
通
十
セ

ン
チ
前
後
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
う
け
る
釜
も
必
然
的
に
ロ
が
せ
ま

く
な
＼る
の
で
あ
る
｡
漠
代
の
釜
飯
の
形
態
は
か
1

る
傑
件
に
規
定
さ

Gid52

れ
た
の
で
あ
る
｡
蒙
喪
高
安
北
沙
城
の
調
査
か
ら
み
る
と
'
前
湊
代

で
は
こ
の
地
方
は
い
わ
ば
輔
厳
の
組
合
せ
で
あ
る
｡
漠
代
よ
り
六
朝

に
か
け
て
は
土
器
の
融
が
金
屠
器
の
釜
に
'
こ
と
に
銀
製
品
に
う
つ

り
ゆ
く
時
代
で
あ
る
｡
こ

の
普
及
の
状
況
は
現
在
充
分
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
'
北
魂
の
時
代
に
露
草
さ
れ
た

『
弊
民
要

ノヽ只J

術
』
に
は
餓
釜
の
か
な
け
ぬ
か
の
こ
と
な
ど
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
'
こ
の
こ
ろ
に
は

7
殻
に
普
及
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

ら
ノ0さ

て
土
器
に
か
わ
.っ
て
,
金
屠
器
で
炊
さ
ん
を
は
じ
め
る
こ
と
に

な
る
と
'
直
壕
に
こ
れ
で
た
-
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
.
寵
も
必
ず
し
も
必
要
で
な
く
な
る
｡
底
の
小
さ
い
甑
を
上
略
の

せ
る
漠
様
式
の
口
の
せ
ま
い
釜
は
不
便
な
た
め
す
た
れ
'
口
が
ひ
る

が
っ
て
く
る
.
こ
と
に
'
鍋
で
も
せ
い
ろ
を
か
-
こ
と
が
可
能
で
あ

る
か
ら
'
釜
飯
と
S,ぅ
湊
株
式
の
炊
さ
ん
様
式
は
材
料
の
襲
化
に
よ

っ
て
'
衰
滅
す
る
運
命
を
に
な
う
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

㈱主
食
穀
物
に
つ
い
て
-

粒
食
と
粉
食
-

か
ま
ど
に
お
け
る
炊
さ
ん
の
場
合
'
主
食
穀
物
の
問
題
を
紋
か
す

わ
け
に
は
S.か
な
い
o
釜
飯
の
形
式
は
穀
物
を
む
す
に
便
な
る
も
の

で
､
い
わ
ば
粒
食
で
あ
る
.
漠
代
の
中
原
地
帯
で
は
主
と
し
て
粟
'

大
葬
を
度
し
'
ま
た
前
漠
代
西
北
連
境
の
兵
士
の
食
糧
は
使
用
量
に

お
S,て
は
粟
が
'
使
用
回
数
に
お
S,て
は
莱

･
葵
が
多
い
こ
と
が
あ

E■nH一
7

き
ら
か
に
さ
れ
て
い
0

.10

こ
の
穿
と
い
う
の
は
大
葬
を
主
と
し
て
さ

す
よ
う
で
'
小
変
と
明
記
し
た
も
の
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
.
し
か
し
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後
湊
で
は
'
〔和
帝
〕
永
元
五
年
'
六
年
官
釜
礎
月
言
簿
で
は
櫨
を
用

い
て
お

-
'
こ
れ
で
小
賓
を
粉
に
す
る
も
の
と
す
る
と
'
粉
食
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
｡
中
歯
内
地
で
は
儀
接
を
し
め
す

明
器
想

ノな
か
ら
ダ
出
土
し
て
を
り
'
南
満
潮
廃
山
裡
噂
墓
で
は
瓦

l
29

30

製
凝
槍
が
出
'
楽
浪
土
城
祉
か
ら
は
石
製
硬
櫨
が
で
て
い
る
｡

こ
1
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
わ
が
東
亜
考
古
畢
合
が
萱
岐
で
お
こ

な
っ
た
考
古
撃
的
調
査
で
'
衛
生
式
遺
鏡
か
ら
小
変
が
出
土
し
た
こ

と
で
あ
る
｡

一
九
五
二
年
で
は
同
島
鯨
伏
材
力
ラ
カ
ミ
遺
境
で
'
さ

GiFHU3

ら
に

て
九
五
三
年
に
は
田
河
町
原
ノ
辻
遺
鏡
の
竪
穴
住
居
祉
よ
り
確

例
を
採
集
し
た
｡
と
も
に
蒲
生
式
中
期
の
土
器
を
出
す
が
'
カ
ラ
カ

ミ
遺
鏡
は
同
暦
よ
り
楽
浪
郡
に
か

い
て
用
い
ら
れ
た
と
同
式
の
湊
式

FHt23

土
器
っ
ほ
が
出
土
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
年
代
は
ほ
ゞ
前
漠
末
よ
町

後
漠
の
前
年
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
後
漠
代
に
は
す
く
な
-
も
日
本

ま
で
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
萱
蚊
の
場
合
は
す
り
う
す
が
な
い
か

ら
積
極
的
な
粉
化
が
考
え
ら
れ
な
い
が
'
漠
代
で
は
'
居
延
'
遼
東
'

楽
浪
の
連
郡
に
さ
え
硬
櫨
が
あ
る
の
で
'
小
参
の
粉
化
は
嘗
然
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
d
o
説
文
に

｢和
は
容
の
層
末
な
り
｣
と
い
う
の
は

小
穿
粉
で
あ
ろ
う
O
L
か
し
か
ま
ど
跡
し
め
す
よ
う
に
小
秦
の
粉
食

は
3,ま
だ

7
殻
的
な
も
の
で
な
く

粟
'
賓
の
粒
食
が
漠
代
で
は
普

ノヽ3

通
の
形
式
で
あ
､つ
た
の
で
あ
る
｡
小
変
の
普
及
過
程
な
ら
び
に
粉
島

の
普
汲
.Q
詳
細
は
将
来
の
問
題
に
屠
す
る
が
'
唐
代
に
お

い
て
は
小

ノヽ43

賓
が
き
わ
め
て
普
及
し
て
3,る
こ
と
は
礎
櫨
に
水
力
を
利
用
し
'
ま

た
教
基
な
ら
べ
て
お
り
'
豪
族
'
寺
院
な
ど
が
そ
れ
を
盛
ん
に
経
営

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
『嘗
唐
書
』
巻

1

八
高
力
士
健
に
'

｢京
城
の
西
北
で
'
渡
水
を
裁
っ

て磯
を
つ
く
り
'
五
輪
を
並
醸

し
て
日
に
穿
三
〇
〇
斜
を
つ
く
る
｣

と
あ
る
の
は
'
そ
の

7
例
に
す
ぎ
な
い
が
'
こ
れ
は
長
安
を
は
じ
め

と
し
て
粉
食
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
前
塊
と
せ
ず
に
は
理

ノヽお

解
で
き
な
3,で
あ
ろ
う
.

青
木
正
見
博
士
に
よ
れ
ば
'
潜
動
'
則
天

武
后
時
代
の
茸
ld
源
が
倍
音
令
に
井
せ
ら
れ
た
際
'
宮
中
に
献
上
し

た
食
品
五
十
八
種
の
目
録
'
及
び
障
朝
の
有

名
な

料
理
通
謝
楓
の

｢食
摩
｣
の
目
録
五
十
三
種
に
つ
い
て
み
る
に
､
餅
の
類
が
多
い
こ

と
を
い
っ
て
い
る
｡
.餅
は
小
穿
廟
を
こ
ね
て
焼
い
た
り
'
蒸
し
た
-
～

煮
た
り
'
油
で
あ
げ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
主
食
調
理
の
形

が
､
き
わ
め
て
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に
と
み
'
藻
様
式
の
釜
飯
だ
け
で
は

不
便
で
あ
り
'
か
え
っ
て
鍋
は
粟
'
変
'
米
な
ど
の
粒
食
の
み
な
ら

ず
'
小
賓
の
粉
食
'
こ
と
に
餅
の
調
理
､
そ
の
他
副
食
の
調
理
に
ま
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で

一
つ
の
形
式
で
多
-
の
用
途
を
は
た
し
得
る
の
で
あ
る
｡
も
と
よ

り
釜
形
式
お
よ
び
釜
の
字
の
使
用
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
滑
滅
し
き

っ
た
の
で
は
な
い
｡
鍋
形
式
が
民
間
に
も
ち
.い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
も
､
か
え
っ
て
こ
れ
を
釜
と
よ
ん
だ
こ
と
は
'
『
天
工
開
物
』
に
お

け
る
例
よ
り
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡

*

*

*

*

主
食
に
お
け
る
釜
飯
よ
り
鍋

へ
の
炊
さ
ん
様
式
の
襲
化
に
は
'
大

き
く
い
っ
て
以
上
の
二
つ
の
原
因
が
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
上
流
の
階

-

暦
は
比
較
的
は
や
-
｣
金
魔
界
の
釜
な
ら
び
に
鍋
を
知
り
粉
食
を
採

用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
そ
れ
が

7
殻
に
普
及
す
る
間
'
ま
た
地

域
に
よ
っ
て
'
さ
ま

モ
ーの
襲
差
と
-
み
あ
わ
せ
を
み
せ
る
も
の
と

お
も
わ
れ
る
｡
し
か
し
鍋
形
式
は
次
第
に
民
間
に
浸
透
L
T
日
常
か

く
べ
か
ら
ざ
る
炊
さ
ん
の
器
と
し
て
愛
用
さ
雪

今
日
に
い
た
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
.
(昭
和
三
十
年
二
月
)

補

記

l

本
稿
に
お

い
て
'
漠
様
式

(釜
寵
)
と
唐
様
式

(鍋
)
の
か

ま
ど
を
封
比
し
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
襲
蓮
の
具
髄
的
な
問
題
に
は

い
1
か
よ
ば
な
か
っ
た
.
し
か
し
湊
よ
り
唐
ま
で
の
聞
'
銀
製
品
の

普
及
'
主
食
作
物
の
奨
化
に
と
も
な
っ
て
'
従
来
の
器
具

(炊
さ
ん

道
具
ま
た
農
具
を
ふ
く
め
)
の
み
で
は
不
便
な
こ
と
が
多
か
っ
た
｡

こ
う
し
た
器
具
の
改
良
は

一
般
の
要
求
に
醸
成
さ
れ
る
の
で
'
饗
明

改
良
の
時
代
が
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
鮎
で
晋
の
杜

預
の
事
鏡
を
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
.
か

れ
は
春
秋
左
氏
侍
の
註
解
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
､
河
南
夢
'
安

西
軍
司
と
し
て
'
ま
た
南
征
の
武
将
と
し
て
功
あ
っ
た
人
で
'
左
停

集
解
は
功
な
り
名
と
げ
て
後
の
作
品
で
あ
る
.
泰
始
中
か
れ
は
河
南

夢
で
あ
っ
た
.
か
れ
は

｢京
師
は
主
化
の
始
'
近
き
よ
り
透
き
に
及

ぼ
す
｣
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
政
治
を
お
こ
な
っ
て
い
る
.
『
太
平
御

覧
』
七
百
六
十
二
に
ひ
-
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'

杜
預
'
元
凱
'
連
機
の
水
椎
を
つ
く
る
｡
こ
れ
に
よ
り
'
洛
下
の

穀
米
'
豊
壌
な
り
｡

と
い
う
か
ら
'
こ
れ
は
河
南
夢
の
時
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
.
杜

預
奏
事

諾

諸

脂

に
は

薬
'
杵
臼
'
操
輿
､
壁
斗
'
釜
'
釜
'
銚
､
鍛
'
錆
t
は
み
な
民

間
の
急
用
な
り

と
い
っ
て
い
る
.
か
れ
は
こ
れ
ら
の
改
良
に
は
意
を
用
い
て
い
た
ら

し
く
,
釜
の
例
と
し
て
,
菅
諸
公
轟

禁

諸

脂

に
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館
書
杜
琴

平
底
の
釜
を
つ
く
ら
ん
と
欲
し
'
薪
火
に
省
な
り
と

い
う
.
黄
門
部
晋
奔
'
世
組
の
前
面
に
お

S,て
'
預
に
質
し
て
い

う
｡
釜
の
尖
下
な
る
は
'
沃
洗
に
そ
な
ふ
る
な
り
.
今
も
し
平
底

く
ち

な
ら
ば
'
も
っ
て
水
を
去
る
な
し
と
｡
預
も
亦
こ
れ
を
研

く
あ
た

わ
す
｡

か
れ
の
意
圏
す
る
と
こ
ろ
は
'
釜
の
底
を
平
た
く
す
れ
ば
'
燃
料
が

節
約
で
き
る
と
い
う
に
あ
る
.
沃
洗
に
そ
な
う
と
い
う
意
義
が
S,漢

7
つ
明
ら
か
で
な
S
.が
'
か
れ
の
改
良
案
は
曹
葬
に
よ
っ
て
葬
り
さ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
後
の
釜
よ
り
鍋

へ
の

豪
速
は
彼
の
平
底
案
が
決
し
て
理
由
の
な
い
も
の
で
な
3,
こ
と
を
し

め
し
て
い
る
.

杜
預
は
こ
の
他
治
水
封
策
'
暴
発
封
策
に
も
､
す
ぐ
れ
た
手
腕
を

.

豪
摩
し
て
い
る
が
t
か
ゝ

る
賓
撃
的
､
科
挙
的
な
面
を
も
っ
て
S,る

こ
と
は
'
そ
の
時
代
の
要
求
と
と
も
に
注
意
さ
れ
て
い
1

と
お
も
う
｡

2

本
稀
は

7
九
五
〇
年
'
九
州
大
挙
文
畢
部
東
洋
史
研
究
合
で
t

は
ゞ
そ
の
構
想
を
は
な
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
'
人
文
科
挙
研

究
所
の
研
究
班
お
よ
び
日
本
考
官
学
協
倉
の
研
究
費
表
で
t
は
Ẑ
ま

と
ま
っ
た
考
え
を
は
な
し
て
み
た
｡
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
'
考
古
撃
的

資
料
と
し
て
は
戦
前
に
聾
掘
さ
れ
'
報
告
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
.ほ
か

は
な
か
っ
た
.
と
こ
ろ
が
新
中
閲
の
成
立
以
来
'
各
地
の
建
設
工
事

に
と
も
な
S.'
お

ぴ
た
ゞ
し
い
考
古
撃
的
資
料
が
出
土
L
t
そ
の
な

か
に
は
漠
代
よ
り
唐
代
の
明
券
泥
象
が
少
く
な
い
｡
貝
塚
教
授
の
背

犀
さ
れ
､
ひ
き
つ
ゞ
き
近
着
す
る

『
文
物
参
敦
資
料
』
に
は
'
毎
軟

を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
.
本
稿
に
の
べ
た
構
想
は
愛
故
を
加
え
る
要
は

な
い
け
れ
ど
も
'
こ
れ
ら
の
出
土
瓦
竃
に
よ
っ
て
各
時
代
を
さ
ら
に

決
定
し
う
る
ば
か
り
で
な
く
'
官
た
従
来
不
分
明
で
あ
っ
た
中
国
内

地
の
か
ま
ど
の
賓
態
お
よ
び
地
方
差
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
｡
本
稿
は
そ
れ
ま
で
の
下
準
備
に
す

ぎ
ぬ
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
.
な
お

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
少
t
.

森
鹿
三
教
授
､
天
野
元
之
助
講
師
お
よ
び
入
央
義
高
助
教
授
が
多
く

の
示
敵
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
を
銘
記
し
,
さ
ら
に
将
来
に
そ
な
え

た
い
と
思
う
｡

註①
蘇
葉
埼

｢
開
塾
姦
薄
東
甚
墓
葬
｣
組
立
北
卒
研
究
院
史
畢
研
究
所
駅
西
考

古
蚤
掘
報
告
'
第
一
種
第
7
嚢
'
北
卒
1
九
四
八
年
刊
'
こ

の
な
か
の
漠

基
に
つ
い
て
は
筆
者
が
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
.

岡
崎
敬

｢
駅
西
省
蘭
難
量
の
漠
墓
｣
(『
中
観
斯
器
泥
象
』
所
収
)

1
九
五

四
年
刊
｡

㊥

Fern
and
B

uckens
"L

eS
A
ntiq
u
it6
S

F
u
n
か
rat.res
d
u
H
on
a

n

Centra
t
こ

(M

61angeS
Chinois
.et

b

ouddhique仏
publiis
p
ar
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e
･h
stitu
t
B
e
tg
e

d
es
H
a
u
te
s
朴

tud
es
C
h
in
o
is
es
.
H
u
itiか
m
e

v
o
lu
m
e
‥
)
9
4
6-
)
9
4
7
)
B
ru
x
e
Lte
s
,
(
94
7

㊥
梅
原
末
治

｢
河
南
鄭
州
及
び
発
揮
解
襲
鬼
の
漢
代
の
墳
墓
と
其
の
遺
物
｣

(東
洋
畢
報

算

1
九
番
葬

一
騎
)

一
九
三

1
年

④
貞
柏
里
鱒
二
1
九
暁
噴
､
第
二
二
七
鱗
境
に
つ
い
て
は
『
古
鏡
調
査
概
報
』

(
昭
和
八
年
)
に
､
石
渡
里
第
二
五
五
墳
'
南
井
里
第
五
三
味
境
に
つ
い
て

は
『
古
墳
調
査
概
報
』
(
昭
和

1
0
年
)
に
梅
原
博
士
が
報
皆
し
て
い
る
.

◎
関
野
貞

『
楽
浪
郡
時
代
の
遺
蹟
』
本
文

一
九
八
貫
首
蹟
調
査
特
別
報
骨
葬

四
筋

1
九
二
七
年
｡

㊥
漠
の
遼
束
郡
治
'
つ
ま
り
嚢
卒
勝
治
が
t
S･ま
の
遼
陽
附
近
に
あ
る
こ
と

は
う
た
が
3.を
い
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
0
遼
陽
附
近
の
漢
基
は
ふ
る
く

鳥
居
龍
裁
博
士
が
し
ら
べ
ら
れ
た
が
'
昭
和
十
六
㌧
十
七
年
な
ら
び
.に
十

九
年
に
わ
た
り
'
原
田
淑
人

･
駒
井
和
愛
博
士
ら
が
襲
掘
調
査
さ
れ
た
｡

石
漢
墓
と
噂
室
基
の
こ
形
式
が
あ
る
が
'
い
づ
れ
も
瓦
製
明
器
を
出
し
'

か
ま
ど
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
｡
第
二
鍍
噂
墓
襲
兄
の
も
の
は
上
面
に
大
小

五
つ
の
釜
孔
が
あ
り
'
こ
れ
と
併
出
し
た
釜
飯
の
類
は
も
と
孔
の
上
に
か

け
て
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

駒
井
和
愛

『
遼
陽
襲
兄
の
漠
代
墳
墓
』
(｢考
古
畢
研
究
｣
葬

1
肪
)

1
九

五

〇
年
'
固
版
十
四
｡

⑦
遼
東
半
島
突
端
部
'
元
関
東
州
地
方
の
漢
墓
は
牧
城
鯛
に
お
け
る
溝
田
博

士
の
調
査
を
は
じ
め
と
し
て
牧
羊
城
を
中
心
に
す
る
南
山
裡
の

一
群
と
'

董
家
港
を
中
心
と
す
る

1
群
の
調
査
が
公
け
に
さ
れ
て
い
る
｡

『
南
山
裡
』
南
清
洲
老
鎖
山
麓
の
薬
代
戟
基

-
東
方
考
古
畢
叢
刊

第
三
筋

昭
和
八
年

①
蒙
購
慎
安
蘇
墓
の
臥
土
の
細
金
細
工
は
あ
た
か
も
瓦
塩
の
如
き
形
で
あ
る
.

水
野
清

1
'
岡
崎
卯

1
『
高
安
北
沙
城
』
(東
方
考
古
畢
叢
刊

乙
種
弟
五

筋
)

1九

四
六
年
囲
版
六
九
O
蒙
頗
陽
高
第
二
十
二
壊
墳
出
土
の
瓦
塩
と

ち
か
い
o
陽
高
は
代
郡
'
懐
安
は
上
谷
部
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.

大
同
附
近
稀
集
の
瓦
庵

(茸
都
大
草
人
文
料
率
研
究
所
蔵
'
第
二
固
3
)

は
ほ
ゞ
固
形
を
な
し
'
三
釜
を
か
け
'

1
釜
に
髄
を
の
せ
て
い
る
~
傷
高

も
釜
を
の
せ
て
お
り
'
い
づ
れ
も
釜
俄
形
式
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
を

い
れ
な
い
｡

㊥
『
文
物
参
敦
資
料
』

一
九
五
四
年
番
八
期

園
三
十
九

㊥
た
と
え
ば
天
理
参
考
館
所
蔵
の
も
の
が
あ
る
｡

⑳
『
文
物
参
敦
賀
料
』
(前
掲
書
)
九
二
貢

圃
十
五
｡

⑩
O
lo
v
J

an
S6
:
A
r
ch
a
e
o
to
gi
ca
l
R
esea
rc
h
in
tn
d
o
ch
in
a,

Votum
e

t,
H
ar
v
a
rd
U
n
iv
ersity
P
re
ss
.
)
94
7
.

L
q
ch
･tru
.･6.ng
(H
晋
･1S
c
)
第
三
鱗
茎
'
葬
七
鱗
茎
の
よ
う
に
寵
が
あ

る
こ
と
は
あ
垂
ら
か
で
あ
る
O
た
ゞ
華
北
に
あ
ま
り
み
な
い
両
耳
の
鍋
形

品
の
多
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
.

⑩
『
文
物
参
考
賓
料
』
(前
掲
書
)
圃
二
十
六
｡

⑭
E
.
C
h
a
v
a
n
n
es
.:
M
iss
io
n

A
r
ch
6
o
lo
gi
quか
d
a
n
s
ta

C
h
in
e
ノ

sep
te
n
tri
o
n
al
e
.
P
Lan
c
h
e
.
)
9
09.
N
o
.
11
7

⑯
関
野
貞

｢楽
浪
郡
時
代
の
遺
蹟
｣
(前
掲
)

⑯
蘇
葉
埼
｣
閉
幕
産
額
東
低
基
葬
｣
(前
掲
)

㊥
容
庚

｢浜
代
服
御
券
考
略
｣

貫
四望

(
燕
京
畢
報
第
三
期
)

⑱
蘇
葉
埼

｢開
難
姦
席
末
甚
墓
葬
｣
(前
出
)

㊥
漢
代
の
墳
墓
以
外
の
生
活
遺
牡
に
つ
い
て
は
'
い
ま
だ
充
分
な
る
べ
き
調

査
が
な
い
.
し
か
し
髄
の
大
部
分
が
土
器
で
あ
る
こ
と
は
'
う
た
が
う
僚

地
が
な
h
o
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⑳
Fernand
B
u
c
k

ens
.

L

eg
A
ntiqu
itか
s
fun
6raires
du
H
o
nan

cen
trat
et
ta
conc
eption
de
t.抄m
e
dan
s
La
ch
im
e
prim
it
ive.

(M
6)an
ges
c

hinoiS
et
bou
ddhiq
ues)
p
t.
X
X
V
I

㊥
唐
語
林
巻
四
栖
逸
欝
に
ひ
-
劇
談
銀
で

は
鯛
飯
と
な
っ
て
い
る
0

｢
草
津

討
源
｣
'
｢噴
園
叢
書
｣
本
な
ど
で
は
桐
髄
と
な
っ
て
い
て
'
桐
髄
の
あ
や

ま
り
で
は
な
い
か
と
お
も
う
0

㊥
薮
内
清
編

『
天
工
開
物
の
研
究
』
二

九
五
三
年
)
三
〇
〇
貢

⑳
『
文
物
参
考
資
料
』

1
九
五
四
年
第
八
期

㊧
李
済

｢股
商
陶
器
初
諭
｣
五
二
貢

(安
陽
襲
堀
報
骨

-
)

㊨
水
野
清

一
'
岡
崎
卯

一
『
高
安
北
沙
城
』
(東
方
考
古
寧
叢
刊

乙
種
第
五

筋
)
'

1
九
四
六
年
第
二
十
二
固

X
X
X
IX
-
2
は
外
底
に
は
煤
の
附
着
し

た
も
の
が
あ
る
｡
煮
沸
の
用
に
あ
て
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
.
第
二
十

園
に
は
髄
の
底
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
土
器
の
な
か
に
は

｢
本
革
｣
と
い
う

刻
印
が
あ
り
'
す
-
な
く
も
前
漠
を
下
ら
ぬ
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
｡

㊥
『
韓
民
要
衝
』
鮭
酪
第
八
十
五
'
治
釜
令
不
倫
法

｢常
於
請
信
鹿
果
敢
｡
最

初
鋳
者
'
鎖
椅
不
倫
'
軽
利
易
然
｡
其
倫
黒
難
然
者
'
皆
鼻
鏡
洋
銀
濁
所

致
｡
治
令
不
倫
法
､
以
縄
急
束
嵩
､
斬
両
頭
令
寮
｡
若
水
釜
中
'
以
乾
牛

呆
然
釜
湯
煙
'
以
高
三
偏
浮
洗
浄
却
｡
水
乾
'
然
使
熱
'
異
肥
猶
肉
脂
'

合
皮
大
如
牛
者
三
四
段
'
以
脂
慶
福
塘
拭
'
釜
寮
作
牽
､
復
著
水
'
痛
疎

洗
'
硯
汁
黒
如
墨
'
掃
却
'
更
脂
拭
疎
洗
｡
如
是
十
偏
許
､
汁
清
無
援
黒
'

乃
止
'
則
不
後
藤
｡

㊨
米
田
賢
次
郎

｢東
代
遵
境
兵
士
の
給
輿
に
つ
い
て
｣
(京
都
大
畢

人
文
科

挙
研
究
所
創
立
二
十
五
週
年
記
念
論
文
集
)

一
九
五
五
年
'

1
四
四
貢
'

閲
境
の
兵
士
た
ち
に
廉
給
す
る
食
糧
は
参
'
大
変
'
小
穿
'
梁
'
路
線
'

黍
'
敢
'
莱
'
塵
の
う
ち
'
楕
穏
'
粟
'
参
へ
庚
が
と
-
に
多
い
｡
小
歩

に
つ
い
て
し
る
し
た
も
の
は
二
筒
に
す
ぎ
ず
'
木
簡
の
年
代

(前
漠
末
よ

､り
後
湊
初
)
に
は
普
及
し
て
い
た
と
は
3,
1
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
.

㊨

.｢席
地
南
部
首
'
永
元
五
年
六
月
官
釜
鹿
月
言
簿
'
乗
五
月
僚
官
軍
二
張
'

箭
八
十
八
枚
'
釜

1
ロ
'
健
二
合
'
今
僚
官
孝
二
求
'
箭
八
十
八
枚
､
釜

1
ロ
'
櫨
二
合
'
母
入
出
.

具
孝

一
求
'
カ
四
石
木
開

陥
堅
羊
頭
銅
銀
箭
冊
八
枚

故
釜

一
口
'
醍
有
鏑
口
呼
長
五
寸

鐙

一
合
'
上
蓋
堅

｣
所
'
合
大
知
疎

●
右
破
胡
牌
兵
物
‥
-
-
以
下
略
｣

⑳
『
南
山
裡
』
(前
出
)
固
版
第
三
十

一

⑳
東
京
大
単
文
畢
部
考
古
畢
研
究
室
蔵

㊥
ヵ
ラ
カ
ミ
達
磨
の
小
奔
出
土
地
鮎
に
は
原
ノ
辻
上
層
式
'
原
ノ
速
達
蹟
竪

穴
住
居
地
は
原
ノ
辻
下
層
式

(須
玖
式
)
土
器
を
出
す
｡

一
九
五

一
年
に

お
こ
な
っ
た
原
ノ
辻
連
騰
の
聾
堀
に
つ
い
て
は
､
次
を
参
照
.

水
野
清

一
､

岡
崎
敬

｢
萱
岐
原
ノ
辻
瑚
生
式
遺
蹟
調
査
概
報
｣
(
九
拳
骨

編

『
封
馬
の
自
然
と
文
化
』
)

1
九
五
四
年
｡

⑳
岡
崎

｢
萱
蚊
に
お

け
る
釜
式
土
器
の
聾
見
｣
(日
本
考
古
畢
協
曾

第
十
回

絶
食
研
究
襲
表
要
旨
)

l
九
五
二
年
.

⑳
こ
の
間
題
に
つ
い
て
左
の
諭
故
が
あ
る
｡

青
木
正
兄

｢
粉
食
小
史
｣
(『
華
園
風
味
』
所
収
)

1
九
四
九
年
.

原
田
淑
人

｢
中
観
粉
食
の
起
源
｣
(『
日
本
畢
士
院
紀
要
』
七
ノ
ニ
)

1
九

四
九
年
｡

㊧
破
鐘
の
問
題
よ
り
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
も
の
に

西
島
定
盤

｢
破
鐘
の
彼
方
｣
-
華
北
農
業
生
産
力
展
開
史
上
の

一
問
壌
-

(『
歴
史
畢
研
究
』

二

一五
)

1
九
四
七
年
.

天
野
元
之
助

｢
中
開
に
お
け
る
う
す
の
歴
史
｣
(『
自
然
と
文
化
』
4
)
1

九
五
二
年
｡

㊨
青
木
博
士

｢
粉
食
小
史
｣
(『
華
観
風
味
』
)

一
七
貢
｡

⑲
青
木
博
士

｢
変
額
の
説
｣
(『
筆
問
風
味
』
)
四

〇
貢
｡
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A Pan (i~) and a Boiler (~)

T. Okazaki

Among the miniature tools found in the tombs of Han Dynasty

throughT'ang Dynasty, the cooking utensil is a combination of Fu (~)

and Tseng (fIlL). The narrow bottom of Tseng is to be placed upon the

top of Fu which is also very narrow. Placing a strainet between Fu

and Tseng, people steamed grains. At T'ang Dynasty, grains were

boiled in a pan with a lid which is of almost the same shape that is

used today. This change of cooking o.ccurred when wheat, especially

-3.,....--



in flour, became prevalent as staple food and they necessarily came to

use a Pan with which they can cook meals not only by steaming, but

also by boiling, frying and broiling.
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