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①
湯
は
一
度
必
ず
沸
騰
さ
せ
る

②
急
須
に
入
れ
た
湯
は
、
必
ず
全
部
注
ぎ
き

る③
種
類
に
あ
っ
た
入
れ
方
を
マ
ス
タ
ー
す
る

こ
の
３
つ
を
意
識
し
て
お
茶
を
入
れ
て
い

た
だ
く
と
、
美
味
し
く
お
茶
を
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
お
茶
を
入
れ
る
時
は
必
ず
一

度
沸
騰
し
た
お
湯
を
使
用
す
る
の
が
鉄
則
で

す
。
沸
騰
さ
せ
る
の
は
、
塩
素
抜
き
と
殺
菌
に

効
果
が
あ
る
た
め
で
す
。

お
湯
の
適
温
は
茶
葉
の
種
類
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
「
ほ
う
じ
茶
」
は
九
〇
度
位
。
「
深
蒸

し
茶
」
「
粉
茶
」
は
七
〇
～
七
五
度
位
。
「
浅
蒸
し

茶
」
は
七
〇
度
位
、
「
玉
露
」
は
五
五
度
位
を
目

安
に
し
て
、
後
は
好
み
で
温
度
を
設
定
す
れ

ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
お
茶
の
渋
み
は
、
お
茶

の
薬
効
成
分
で
あ
る
タ
ン
ニ
ン
が
茶
葉
か
ら

溶
け
出
し
て
茶
独
自
の
味
を
作
り
出
し
ま
す
。

こ
の
溶
け
出
す
温
度
は
七
〇
度
付
近
か
ら

徐
々
に
溶
け
出
す
た
め
八
〇
度
以
上
で
入
れ

れ
ば
渋
み
が
強
く
、
六
〇
度
以
下
で
入
れ
れ

ば
甘
く
な
る
、
甘
さ
が
命
の
「
玉
露
」
は
そ
の
た

め
に
低
温
で
入
れ
る
の
で
す
。
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水
の
町
屋
御
殿
堰
で
は
、
日
本
三
大
つ
る
し
飾

り
の
展
示
を
し
て
い
ま
す
。

日
本
三
大
つ
る
し
飾
り
と
は
、
「
山
形
県
酒
田
」

「
静
岡
県
稲
取
」
「
福
岡
県
柳
川
」
の
３
つ
の
地
域
で

今
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
雛
飾
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

御
殿
堰
に
展
示
し
て
い
る
つ
る
し
飾
り
は
、
さ

さ
や
か
で
す
が
、
御
殿
堰
へ
お
越
し
い
た
だ
い
た

方
に
気
軽
に
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
に
と
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
手
作
り
を
し
た
も
の
で
す
。

酒
田
・
稲
取
・
柳
川
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ

て
、
雰
囲
気
が
異
な
り
ま
す
。
展
示
さ
れ
て
い
る

軒
下
横
の
壁
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
に
込

め
ら
れ
た
想
い
を
説
明
し
た
ボ
ー
ド
を
展
示
し
て

ま
す
。

春
近
し
。

御
殿
堰
の
水
の
流
れ
る
音
。

町
屋
の
軒
下
に
さ
が
る
色
鮮

や
か
な
つ
る
し
飾
り
。

一
足
早
い
、
春
の
ほ
っ
こ
り

を
感
じ
に
、
御
殿
堰
へ
お
越
し

下
さ
い
。
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御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御

殿
堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な

ど
『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内

容
を
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
七
号
で
す
。
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次
号
の
発
行
は
四
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
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蕎
麦
は
五
穀
（
米
・
麦
・
キ
ビ
・
粟
・

豆
）
以
外
の
穀
物
で
タ
デ
科
に
属
す
る
植
物
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
食
糧
と
し
て
栽
培
さ

れ
て
い
ま
す
。

栽
培
期
間
は
お
よ
そ
八
十
日
。
条
件
に
よ
っ

て
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
種
ま
き
か

ら
収
穫
ま
で
の
期
間
は
そ
れ
ほ
ど
か
か
り

ま
せ
ん
。

『
蕎
麦
』
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
豊
富

な
栄
養
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
主
食
と
し
て

食
べ
る
こ
と
が
多
い
蕎
麦
で
す
が
、
で
ん
ぷ

ん
を
主
体
と
し
て
た
ん
ぱ
く
質
・
ビ
タ
ミ

ン
Ｂ
群
・
ル
チ
ン
等
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
・
ル
チ
ン
は
水
に
溶
け
や

す
い
栄
養
素
で
す
が
、
蕎
麦
湯
を
飲
む
こ
と

で
解
決
で
す
。

蕎
麦
粉
の
澱
粉
は
他
の
澱
粉
よ
り
ジ
ア
ス

タ
ー
ゼ
に
よ
る
消
化
が
非
常
に
早
く
、
そ
の

上
、
水
で
も
十
分
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
粘
化
温

度
が
低
い
、
つ
ま
り
水
に
よ
く
溶
け
る
と
い

う
性
質
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
栄
養

分
も
た
く
さ
ん
蕎
麦
湯
の
中
に
溶
け
出
し

て
い
ま
す
。
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౽
十

越

御
殿
堰
が
流
れ
る
七
日
町
。

山
形
城
下
町
に
は
一
と
九
の
市
日
を
除
い
た
市
日

の
地
名
が
町
名
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
以

降
に
な
り
、
急
速
に
発
展
し
た
町
が
七
日
町
で
す
。

江
戸
時
代
は
、
八
日
町
・
十
日
町
・
旅
篭
町
が
中

心
と
な
っ
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
初
代
県
令

の
三
島
通
庸
が
新
県
庁
（
現
在
の
文
翔
館
）
を
作
っ

て
か
ら
、
人
の
賑
わ
い
が
七
日
町
に
変
わ
っ
て
き
た

の
だ
そ
う
で
す
。

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
、
山
形
城
に
埼
玉
の
川
越

城
主
秋
元
藩
が
転
封
さ
れ
た
。
幕
末
の
山
形
城
下
を

知
る
た
め
「
山
形
経
済
志
料
」
は
大
正
一
〇
年
当
時

の
山
形
商
工
会
議
所
副
会
頭
渡
辺
三
郎
氏
が
主
唱

し
て
作
ら
れ
た
冊
子
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
本
を
熟

読
し
な
い
と
山
形
の
歴
史
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
で

す
。こ

の
本
に
よ
る
と
、
秋
元
公
は
山
形
は
寒
い
・
江

戸
か
ら
遠
い
・
み
ち
の
く
で
山
ば
か
り
の
古
ぼ
け

た
城
下
町
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
な
知
識
で
あ
っ
た

た
め
、
奉
行
を
勤
め
て
い
た
山
瀬
遊
圃
を
派
遣
し
て

山
形
城
下
を
詳
し
く
調
査
さ
せ
た
の
だ
と
か
。
そ
の

結
果
、
詳
し
い
見
取
図
と
町
・
寺
社
に
至
る
ま
で
歴

史
・
地
理
・
風
俗
に
分
け
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の

が
「
山
形
雑
記
」
と
い
う
本
に
な
り
ま
す
。

こ
の
本
に
は
、
七
日
町
の
に
ぎ
や
か
な
紅
花
市
と

商
人
と
町
人
の
取
引
風
俗
が
面
白
く
記
述
さ
れ
て

い
ま
す
。
紅
花
を
つ
く
る
人
々
は
湿
っ
た
紅
花
餅
を

中
に
入
れ
て
目
方
を
ご
ま
か
す
。
七
日
町
の
町
人
は

生
花
を
買
っ
て
裏
庭
で
紅
餅
を
作
っ
て
売
る
の
で

商
人
同
士
の
信
用
が
大
事
で
、
七
日
町
の
町
人
の
商

い
を
ほ
め
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
本
の
中
で
は
、
初
市
と
紅
花
市
を
高
く
評
価

し
て
い
る
の
だ
と
か
。

こ
の
界
隈
に
つ
い
て
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
調

べ
、
当
時
の
風
景
や
人
々
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
思

い
を
巡
ら
せ
て
み
る
と
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で

す
ね
。
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奥
の
蔵
座
敷
に
店
舗
を
構
え
る
和
装
小
物

屋
W
A
K
A
N
O
Y
A
I
G
E
T
A
が
『
わ
か

の
や
季
礼
』
と
し
て
三
月
一
八
日
（
金
）
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
致
し
ま
す
。

改
装
工
事
の
た
め
、
三
月
七
日
（
月
）
～
一
七
日

（
木
）
ま
で
休
商
日
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
て
い
ね
い
に
暮
ら
す
。
心
地
い
い
を
贈
る
。
』

新
し
く
な
っ
た
店
舗
へ
、

皆
さ
ま
是
非
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

W
A
K
A
N
O
Y
A
I
G
E
T
A
店
舗
改

装
工
事
中
（
三
月
七
日
～
一
七
日
）
は
、
雛
ま
つ

り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
ス
タ
ン
プ
設
置
店
舗

を
『
結
城
屋
』
と
致
し
ま
す
。

三
月
一
八
日
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
後

は
、
『
わ
か
の
や
季
礼
』
に
ス
タ
ン
プ
を
設
置
致

し
ま
す
の
で

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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そ
ば
処
庄
司
屋
で
は
、
三
月
よ
り
営
業
日
と

営
業
時
間
を
変
更
致
し
ま
す
。

三
月
よ
り
定
休
日
の
月
曜
日
も
営
業
致
し

ま
す
。
皆
様
の
ご
来
店
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し

上
げ
て
お
り
ま
す
。

【
時
間
】
一
一
時
～
一
六
時
/
一
七
時
～
二
〇
時

【
定
休
日
】
な
し


