
う
ち
と
こ
の
家
は
、
蛤
御
門
の
変
で
起
き
た
元
治
の
大
火
の
あ
と
、

再
建
さ
れ
た
も
の
。
棟
札
に
よ
れ
ば
、
１
８
７
０
年
（
明
治
３
）
の
上
棟

で
す
。
杉
本
家
は
１
７
４
３
年
（
寛
保
３
）
に
奈
良
屋
の
屋
号
で
呉
服
商

と
し
て
創
業
し
ま
し
た
。
１
７
６
７
年
（
明
和
４
）
に
烏
丸
四
条
下
ル
か

ら
今
の
地
に
移
り
、
京
呉
服
を
仕
入
れ
て
江え

戸ど

店だ
な

で
販
売
す
る
、

他
国
店
持
京
商
人

た
こ
く
だ
な
も
ち
き
ょ
う
あ
き
ん
ど

と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

奈
良
屋
の
江
戸
店
は
千
葉
に
あ
っ
て
、
私
の
祖
父
の
時
代
に
株
式
会

社
に
組
織
替
え
し
て
百
貨
店
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
に
時
代
が
流
れ
、

商
い
は
杉
本
家
の
手
を
離
れ
ま
し
た
。
土
地
も
建
物
も
会
社
の
資
産
で

し
た
が
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
財
団
法
人
を
設
立
し
今
日
に
い
た
っ

て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
が
町
家
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ウ
ナ
ギ
の
寝
床

の
よ
う
に
間
口
が
狭
い
家
。
で
も
、
う
ち
と
こ
は
表
通
り
に
面
し
て
店

を
構
え
、
居
室
棟
を
奥
に
平
行
し
て
建
て
て
、
両
方
を
幅
の
狭
い
玄
関

棟
で
合
わ
せ
る
﹁
表
屋
づ
く
り
﹂
と
い
う
形
式
な
ん
で
す
。

町
家
町
家
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
バ
ブ
ル
期
以
降
。
古

い
建
物
が
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
て
、
景
観
を
大
切
に
す
る
京
都
と
し
て
は

大
問
題
。
失
わ
れ
て
み
て
、
初
め
て
﹁
町
家
を
保
存
し
よ
う
﹂
と
官
民

の
心
が
一
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

で
も
、
み
ん
な
﹁
う
ち
と
こ
っ
て
、
町
家
や
っ
た
ん
？
﹂
と
い
う
調

子
。
普
通
に
あ
っ
た
暮
ら
し
だ
か
ら
、
そ
ん
な
呼
ば
れ
方
、
せ
え
へ
ん
。

意
識
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

表
通
り
か
ら
見
え
る
虫
籠
窓

む
し
こ
ま
ど

の
部
屋
は
今
は
洋
間
に
な
っ
て
い
て
、

私
の
祖
父
母
が
結
婚
し
た
と
き
に
改
装
し
ま
し
た
。
普
通
、
店

み
せ

の
間ま

の

２
階
は
奉
公
人
の
居
室
。
で
も
、
洋
間
に
し
た
と
き
に
天
井
を
上
げ
た

の
で
今
は
物
置
ぐ
ら
い
に
し
か
使
え
へ
ん
。
町
家
と
い
っ
て
も
、
こ
う

し
た
暮
ら
し
方
に
添
っ
た
改
装
も
さ
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

で
も
、
走
り
庭
に
あ
る
オ
ダ
イ
ド
コ
に
は
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
久

し
い
竃
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
ま
す
。
嫁
い
で
50
年
経
つ
私
の
母
が
、

﹁
お
嫁
に
来
た
と
き
に
は
、
も
う
、
お
竃
戸

く

ど

さ
ん
に
火
を
入
れ
て
へ
ん

か
っ
た
﹂
と
言
う
て
ま
す
か
ら
、
使
わ
な
い
も
の
を
よ
く
残
し
た
も
の

で
す
。
商
売
を
し
て
い
た
と
き
は
奉
公
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
オ
ダ
イ
ド
コ
が
大
活
躍
し
た
ん
や
な
い
で
す
か
。
奥
に
は
米
蔵
と

炭
小
屋
、
漬
物
小
屋
も
あ
っ
て
、
大
勢
の
食
事
を
賄
う
た
め
の
蓄
え
が

備
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

敷
地
内
に
は
井
戸
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。

﹁
毎
朝
の
井
戸
神
様
へ
の
ご
挨
拶
が
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
う
ち
と
こ
は
初
代
の
新
右
衛
門

の
と
き
か
ら
西
本
願
寺
の
熱
心
な
信
者
で
、
三
代
目
新
左
衛
門
秀
明
か

ら
七
代
目
新
左
衛
門
為
一
ま
で
、
直
門
徒

じ
き
も
ん
と

と
な
っ
て
本
山
勘
定
役
を
務

め
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
神
サ
ン
事
は
一
切
し
ま
せ
ん
。
神
棚
も
な
い

し
、
オ
ダ
イ
ド
コ
に
も
荒
神
様
を
祀
り
ま
せ
ん
。
お
正
月
の
お
餅
も
お

鏡
で
な
く
、
お
仏
壇
の
御
荘
厳
と
し
て
五
つ
重
ね
に
し
た
輪
取
り
餅
を

供
え
ま
す
。

で
も
、
八
坂
神
社
の
氏
子
で
も
あ
る
ん
で
す
。
同
社
の
夏
の
祭
礼
で
、

毎
年
７
月
の
祇
園
祭
は
一
年
中
で
一
番
楽
し
み
な
ハ
レ
の
行
事
で
す
。

当
財
団
で
は
、
屏
風
飾
り
を
し
て
多
く
の
お
客
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

ま
た
、
当
家
が
あ
る
矢
田
町
が
保
存
す
る
伯
牙
山
の
お
飾
り
所
と
な
り

ま
す
。

﹁
歳
中
覚

さ
い
ち
ゅ
う
お
ぼ
え﹂

は
、
三
代
目
に
よ
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
た
と
い
う
暮
ら

し
の
手
元
控
え
帳
。
二
十
四
節
気

に
じ
ゅ
う
し
せ
っ
き

に
の
っ
と
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
ろ

の
大
切
な
記
録
で
す
。
古
い
家
の
保
存
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
。
で

も
、
町
家
を
残
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
料
理
研
究
家
と
し
て
四
季
折
々
の

食
や
し
き
た
り
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

み
ず
だ
よ
り

町
家
の
暮
ら
し

杉本節子
すぎもとせつこ

財団法人奈良屋記念杉本家保存会事務局長　料理研究家

杉本家の10代目を継承し、京の食文化を守る活動も行なっている。
http://www.sugimotoke.or.jp/
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