
昔は家族といえども使う箸はそれぞれに決まっていて それぞれの箸

箱に入れられていた 京都市下京区・杉本家住宅
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

遠
い
少
年
の
日
に
お
ぼ
え
た
詩
が
、あ
る
夜
、

く
ち
び
る
に
甦

よ
み
が
えっ
た
。

皿
に
は
を
ど
る
肉
さ
か
な

春
夏
す
ぎ
て

き
み
の
手
に
銀
の
ふ
お
う
く
は
お
も
か

ら
む

（
萩
原
朔
太
郎『
純
情
小
曲
集
』「
再
会
」
）

少
年
に
は
未
知
に
ひ
と
し
い
洋
食
皿
の
銀
の

フ
ォ
ー
ク
が
、
な
ぜ
か
し
ら
、
も
う
過
ぎ
去
っ

て
二
度
と
見
ら
れ
ぬ
も
の
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に

染
ま
っ
て
い
た
。
あ
の
と
き
の
寄
る
辺

べ

の
な
い

さ
び
し
さ
は
、
ど
こ
か
ら
湧
い
て
出
た
の
だ
ろ

う
。そ

れ
か
ら
二
十
年
後
、
フ
ォ
ー
ク
、
ナ
イ
フ

を
操
っ
て
す
る
食
事
を
一
年
つ
づ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
西
洋
の
食
物
が
私
に
は
少
し
も
苦
痛

で
は
な
く
、
一
年
の
あ
い
だ
、
和
食
を
た
べ
た

い
と
思
っ
た
こ
と
が
な
い
。
「
郷

ご
う

に
入

い

れ
ば
郷

に
し
た
が
え
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
を
私
は
疑
わ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
達
者
な
胃
腸
を
授
か
っ
た

の
を
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
た
。変
な
や
つ
だ
、

箸
で
食
う
物
の
味
を
忘
れ
た
の
か
と
な
じ
ら
れ

て
も
、
素
知
ら
ぬ
顔
で
と
お
し
た
。

卓
上
に
フ
ォ
ー
ク
、
ナ
イ
フ
、
ス
プ
ー
ン
と

一
緒
に
割
箸
も
セ
ッ
ト
し
て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン

が
、
今
で
は
珍
し
く
な
い
（
も
ち
ろ
ん
日
本
で

の
こ
と
）
。
そ
ん
な
と
き
、
私
は
フ
ォ
ー
ク
に

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
な
ど
少
し
も
お
ぼ
え
ず
、
割
箸

だ
け
を
手
に
と
る
。
箸
は
使
い
よ
う
で
牛
肉
を

さ
く
一
方
で
は
毛
す
じ
ほ
ど
の
魚
の
骨
を
つ
ま

み
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
箸
の
こ
と
、
と
い
っ
て
も
、
使
っ
た
あ

と
の
箸
の
始
末
の
こ
と
だ
が
、
昔
（
と
い
っ
て

も
私
の
少
年
の
頃
）
と
今
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
な

変
わ
り
よ
う
で
あ
る
。
家
庭
の
食
卓
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
箸
箱
が
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
置
か
れ
て

い
て
、
「
一
つ
釜
の
め
し
を
食
う
」
と
い
う
絆

が
一
方
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
て
も
、
他

ひ

人
と

の

箸
は
使
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

日
に
三
度
、
口
を
つ
け
、
歯
に
も
舌
に
も
触

れ
る
箸
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
か
ら
染
み
出

る
も
の
が
移
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
身
体
以
上
の

何
か
で
あ
り
、
家
族
同
士
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と

の
箸
に
は
何
か
し
ら
「
こ
わ
い
」
も
の
が
く
っ

付
い
て
い
る
と
す
る
暗
黙
の
心
理
が
働
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
食
事
の

作
法
の
う
ち
に
は
、
た

ぶ
ん
こ
う
し
た
一
種
の

信
仰
に
由
来
す
る
作
法

が
加
わ
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
、
家
に
招
い
た
お

客
が
使
っ
た
箸
は
、
あ

と
で
ぞ
ん
ざ
い
に
捨
て

て
は
い
け
な
い
も
の
、

特
別
て
い
ね
い
に
洗
っ

て
か
ら
片
付
け
る
べ

き
、
多
少
は
厄
介
な
も

の
な
の
だ
っ
た
。

与
謝
蕪
村
に
こ
ん

な
俳
句
が
あ
る
。
明
和

期（
一
七
六
四

七
二
）

の
作
だ
そ
う
で
あ
る
。

薬
く
す
り

食ぐ
い

隣
の
亭
主

箸
持
参

薬
食
は
猪

鹿
な
ど
の
肉
を
食
べ
て
滋
養
を

と
る
こ
と

今
の
私
た
ち
は
明
け
暮
れ
こ
の

薬

食

に
か
か
り
放
し
で
あ
る

蕪
村
は
京
都
の
仏

光
寺
通
烏
丸
西
入
ル

下
京
区

南
側
の
路
次
の

な
か
に
長
ら
く
住
み

そ
こ
で
天
明
三
年

一
七

八
三

に
六
十
八
歳
で
没
し
た
が

猪
し
し

な
べ
を
す

れ
ば
と
な
り
に
匂

に
お

い
が
な
が
れ
入
り

わ
か
っ

て
し
ま
う
の
で
気
兼
ね
し
て

食
べ
に
さ
そ
う

と
や
っ
て
き
た
と
な
り
の
主
人
は
自
分
の
箸
を

持
参
し
た

と
い
う
の
で

名
吟
の
多
い
蕪
村
に

し
て
は
駄
句
に
類
す
る
に
せ
よ

世
の
風
俗
風

習
を
季

冬

と
か
さ
ね
写
し
て
い
る
か
ら
俳
諧

に
は
ち
が
い
な
い

隣
人
が
わ
ざ
わ
ざ
箸
を
持

参
し
た
の
は

せ
め
て
箸
の
あ
と
始
末
の
手
間

ま
で
か
け
ま
い
と
い
う
気
遣
い
か
ら
で
あ
る

私
た
ち
は
も
う
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
る
が

た

と
え
割
箸
で
あ
っ
て
も

箸
は
う
っ
か
り
粗
末

に
は
扱
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
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春
の
雪

桑
原

櫻
子
さ
ん

桑
原
専
慶
流
副
家
元

■
花
と
料
理

春
の
雪
が
、
侍
た
ち
の
鮮
血
に
染
ま
っ

て
…
。
幕
府
大
老
、
井
伊
直
弼
が
江
戸
城

桜
田
門
外
で
暗
殺
さ
れ
た
の
は
万
延
元
年

３
月
３
日
（
１
８
６
０
年
３
月

日
）
で

し
た
。
こ
れ
を
万
延
で
は
な
く
、
安
政
７

年
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。

旧
暦
時
代
は
、
改
元
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
あ

り
、
事
件
が
起
き
た
こ
の
年
も
３
月

日

に
改
元
、
安
政
か
ら
万
延
に
年
号
が
変
わ

り
ま
し
た
。
直
弼
が
討
た
れ
た
時
点
で
は

ま
だ
安
政
７
年
３
月
３
日
で
し
た
。

「
改
元
の
あ
っ
た
年
は
年
初
に
戻
っ
て

新
年
号
に
読
み
替
え
る
」
習
慣
は
昔
か
ら

あ
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
も
言
い
切
れ

ま
せ
ん
。

季
節
は
ず
れ
の
「
春
の
雪
」
に
は
凶
事

の
予
兆
、
好
事
の
前
触
れ
と
、
こ
ち
ら
も

昔
か
ら
２
説
あ
る
よ
う
で
す
。

花
と
料
理
を
教
え
て

年
。
江
戸
時
代

か
ら
続
く
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま
れ
、
花

を
い
け
て
伝
え
て
い
く
だ
け
で
も
大
変
な

の
に
な
ぜ
料
理
ま
で
教
え
る
の
か
と
人
か

ら
も
よ
く
聞
か
れ
る
し
自
分
で
も
そ
う
思

う
。
ど
ち
ら
も
準
備
や
後
片
付
け
が
大
変

で
、
意
外
と
重
労
働
だ
。

幼
い
頃
か
ら
祖
父
母
や
両
親
が
忙
し
く

お
稽
古
場
を
回
る
姿
を
見
て
、
延
々
と
続

く
こ
の
仕
事
を
乗
り
切
る
に
は
、
栄
養
の

あ
る
食
事
を
摂
ら
な
け
れ
ば
と
強
く
思
う

よ
う
に
な
っ
た
。家
族
の
ご
飯
を
作
る
時
、

皆
の
喜
ぶ
顔
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
皆
が

ご
飯
を
楽
し
み
に
帰
っ
て
く
る
の
が
作
る

励
み
に
な
る
。
い
け
ば
な
も
誰
か
を
思
っ

て
い
け
る
と
、
優
し
い
花
に
な
る
。

花
と
料
理
は
共
通
点
が
多
い
。
ど
ち
ら

も
生
き
物
を
扱
う
の
で
自
分
の
身
体
が
健

康
で
な
け
れ
ば
向
き
合
え
な
い
。
特
に
京

都
に
住
ん
で
い
る
と
四
季
の
恵
み
を
受
け

て
い
る
と
い
う
実
感
を
季
節
の
花
や
野

菜
、
魚
か
ら
も
感
じ
取
れ
る
。
料
理
を
習

い
に
来
て
下
さ
る
皆
さ
ん
に
は
、
先

ま

ず
は

花
を
い
け
て
よ
う
こ
そ
の
気
持
ち
を
感
じ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て

心
を
込
め
て
作
っ
た
料
理
は
美

お

味
い

し
い
だ

け
で
な
く
旬
の
も
の
を
戴

い
た
だ

け
る
有
り
難
さ

を
感
じ
た
い
。

自
然
の
生
み
出
し
た
も
の
と
人
の
創
り

出
し
た
も
の
と
の
調
和
は
素
晴
ら
し
い
と

思
う
。
ご
く
普
通
に
普
段
の
生
活
の
中
で

花
と
料
理
を
通
し
て
豊
か
な
心
を
伝
え
て

い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

（
次
回
３
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
「
菊
乃
井
」
女
将
の
村
田
京
子
さ

ん
で
す
）
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