
1申
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晴

代
南

准
襲

蓮

に
お
け

る
一.生

産

組
織

本
稿

の
日
的

南
涯
境
場
及
製
塩
技
術

亜
産
組
織

四 '

う陪_ⅦV 丑 甘 ‡ Ⅰ

清
代
塩
法
の

1
駿
的
組
織

製
塩
業
者

=
魚
戸
の
発
展
分
化

髄
丁
と
煎
丁

阿

鼻

制

塩

場

組

織

港
牝
に
お
け
る
盤
産
組
織

語一

本
稀
の
目
的

西
欧
資
本
主
義
の
侵
入
以
前
に
お
い
て
中
国
の
生
産
構
造
が
如
何
な

る
形
態
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
'
近
代
中
国
の
前
に
直
接
す
る
時

代
の
性
格
を
理
解
す
る
馬
に
'
必
ず
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る

が
'
･そ
れ
が
ま
だ
具
輝
的
に
解
決
さ
れ
て
い
改
い
.
と
の
領
域
に
息
S

波

多

野

一書

大

て
'
世
界
史
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
'
兜
づ
衣
料
生
産
の
構
造
が
明
か
に

さ
れ
な
ぜ
れ
ば
忽
ち
思
い
の
で
あ
る
が
'
資
料
が
乏
し
く
具
鱒
約
に
示

す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
O
そ
の
た
め
'
非
常
に
特
殊
で
あ
る
が
'
盲
簡

中
国
の
囲
家
財
政
上
重
要
な
鯉
位
を
占
め
て
S
た
1

め
に
'
比
較
的
海

料
も
腰
官
と
橡
想
さ
れ
る
塩
の
生
産
構
造
を
明
か
た
す
る
.こ
と
が
出
乗

れ
ば
'
他
の
生
産
部
門
に
お
け
る
構
造
か
理
解
す
る
上
に
幾
分
か
の
寄

輿
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
S
と
の
意
尚
か
ら
こ
の
研
究
捻

出
蓉
し
た
の
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
'
豊
富
と
橡
想
さ
れ
た
海
料
も
'
大

部
分
は
徴
税
と
流
通
部
回
に
閲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
■'
生
産
部
面
に
関

す
る
も
の
は
案
外
少
く
､
生
産
関
係
を
明
確
に
す
る
に
は
ま
だ
充
分
な

●′

資
料
を
集
め
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
S
な
S
.
し
か
し
こ

の不
充
分
な

変
料
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
の
立
言
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
P

で
'
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
現
在
到
達
し
得
た
限
り
の
成
果
を
捷
出
t
t

党
草
諸
賢
の
示
教
補
正
む
仰
ぐ
jJ
と
粧
し
た
S
?
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二

両
推
塩
場
及
び
製
塩
技
術

爾
准
塩
場
は
揚
子
江
以
北
の
江
蘇
省
海
岸
地
帯
に
位
置
し
'
北
は
山

東
省
境
よ
り
南
は
揚
子
江
口
に
わ
た
る
地
域
に
分
布
L
t
清
初
に
お
い

て
は
明
を
う
け
て
'
呂
四
'
飴
東
'
儀
中
'
飴
西
'
西
亭
'
金
沙
'
石

港
'
掘
港
'
堂
利
'
馬
塘
'
ノ柿
茶
'
角
斜
'
嘗
安
'
安
豊
'
梁
壊
'
東

茎
､
何
壊
t
T
搭
'
小
海
'
草
堰
'
白
駒
'
劉
荘
'
伍
商
'
新
興
'
廟

濁
'
莞
潰
'
板
浦
'
臨
洪
'
輿
荘
'
徐
渡
の
三
十
場
で
あ
っ
た
が
'
徐

渡
を
板
浦
に
合
し

(匪
県
十
七
年
)'
興
荘
'
臨
洪
二
場
を
併
合
し
て
臨

興
と
し

(務
正
五
年
)'
中
正
場
を
設
け
て
莞
頭
を
こ
れ
に
併
合
し
'
馬

糖
を
石
港
に
'
飴
中
を
飴
西
に
併
せ

(薙
正
十
三
年
)'
白
駒
を
草
堰
に

併

せ

(乾
隆
元
年
)
西
事
を
金
抄
に
'
小
海
を
丁
鰐
に
合
併
し
て

(戟

撃
二
十
三
年
)
二
十
三
場
と
し
た
｡

こ
の
中
板
浦
'
臨
興
'
中
正
の
三

*

場
が
推
北
塩
場
で
あ
り
'
他
が
港
南
塩
場
で
あ
る
O

*
据
港
､
安
里
'
伍
繭
が
最
大
で
あ
っ
て
'
排
茶
'
角
斜
'
草
堰
､
新
興
こ
れ

ぎ
'
豊
利
'
石
港
へ
金
沙
'

僚
酉
､

梁
梁
'

劉
荘
'

廟
輝
は
最
小
で
あ
る

(
威
豊
八
年
四
月
窟
蓮
司
聯
英
菓
'
党
籍
南
港
塩
法
志
巻
二
十
八
)

こ
の
南
港
塩
場
を
管
韓
す
る
塩
務
機
関
.士
し
て
は
'
揚
州
に
駐
す
る

爾
准
蓬
塩
使
'
呂
四
'
飴
東
'
飴
西
'
金
沙
'
石
港
'
掘
港
'
豊
利
'

析
茶
'
角
斜
九
場
を
分
管
す
る
通
州
分
司
蓮
判

(着
港
駐
在
)
'富
安
､

安
豊
'
薬
味
'
東
茎
'
何
壊
'
丁
絡
'
草
堰
'
凱
荘
'
伍
繭
'
新
興
'

廟
湾
の
十

1
場
を
分
管
す
る
泰
州
分
司
連
判

(東
茎
駐
在
)
､板
涌
'
鑑

N･興
'
中
正
三
場
を
分
管
す
る
海
州
分
司
連
判

(板
涌
駐
在
'
も
と
准
安

に
駐
し
て
准
安
分
司
と
稀
し
た
が
'
乾
隆
二
十
四
年
板
浦
に
移
駐
し
同

二
十
八
年
海
州
分
司
と
改
稗
)
及
び
各
場
塩
課
司
大
便
が
重
要
な
も
の

で
あ
る
｡

雨
唯
と
親
稀
し
て
も
'
港
北
と
港
南
と
で
は
そ
の
製
境
津
を
異
に
し

サ

イ

て
い
る
O
即
ち
港
北
の
天
日
製
塩
'
所
謂
喋

塩
に
封
し
て
港
南
は
煎
塩

で
あ
る
｡
こ
の
製
塩
技
術
は
生
産
組
織
と
重
要
な
関
係
を
有
し
て
い
る

●

の
で
梢
詳
し
く
述
べ
る
必
要

があ
る
｡

港
南
の
製
塩
に
お
け
る
最
も
重
要
な
生
産
手
腰
は
蕩
地
'
亭
池
､
煎

竃
の
三
種
で
あ
る
｡

蕩
地
望
触
感
の
た
め
の
薪
柴
と
な
る
草
を
採
取
す
る
荒
地
で
あ
る
｡

海
岸
地
帯
に
堆
積
に
よ
っ
て
新
し
く
形
成
さ
れ
た
土
地
は
'
塩
分
を
含

有
す
る
こ
.と
多
く
耕
作
に
は
適
し
な
S
が
'
葦
の
類
が
は
え
て
薪
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
O
こ
の
葦
の
類
に
白
華
と
紅
草
の
二
種
が
あ
わ
'
白

華
の
方
が
火
力
強
く
煎
塩
に
適
し
.'
約
十
束
で
塩
約
二
百
斤
量
触
る
こ

と
が
で
を
る
O
海
岸
地
帯
の
如
き
薪
炭
の
乏
し
S
と
こ
ろ
で
は
'
こ
の

～18二.,T



蕩
地
が
煎
塩
の
根
本
倹
件
で
あ
る
O
故
に
蕩
地
の
典
費
'
由

墾
'
蕩
草

特
に
そ
の
白
草
の
資
質
は
厳
禁
さ
れ
て
S
た
.
と
こ
ろ
が
'
こ
の
海
岸

新
生
の
土
地
も
長
S
間
に
は
塵
分
が
抜
け
て
耕
作
に
遮
す
る
よ
う
に
な

っ
て
私
聾
が
行
わ
れ
'
こ
の
た
め
に
煎
塩
に
支
障
を
釆
た
す
こ
と
も
起

る
の
で
あ
る
｡
推
南
で
は
'
北
宋
時
代
泥
仲
俺
が
海
漸
防
備
の
た
め
に

築
造
し
た
花
公
礎
が
廟
濁
場
の
南
よ
り
呂
四
場
に
至
る
ま
で
速
歩
'
こ

の
疑
西
の
地
が
草
蕩
を
な
し
製
塩
場
と
な
っ
て
S
た
の
で
あ
る
が
'
堤

束
に
新
し
S
土
地
が
形
成
さ
れ
て
新
し
く
製
塩
の
適
地
と
な

る
浸

つ

れ
'
墳
西
の
蕩
地
は
漸
次
開
墾
さ
れ
'
清
代
で
は
蕩
地
や
製
塩
地
は
疑

乗
に
移
動
し
た
｡

亭
池
は
'
土
中
の
塩
分
を
集
め
て
濃
厚
な
塩
水
す
な
わ
ち
滴
を
製
す

る
た
め
の
亭

(或
は
停
)
場
と
そ
の
減
水
を
蓄
え
る
滴
池
で
あ
る
｡
塩

分
の
多
S
土
地
を
え
ら
ん
で
深
く
演
い
窪
地
を
ほ
り
'
周
囲
を
堅
く
築

く
と
共
に
底
を
堅
く
平
坦
に
し
た
も
の
が
亭
場
で
あ
っ
て
'
構
築
し
て

か
ら

1
年
後
に
な
る
と
土
中
の
塩
分
が
上
昇
し
て
来
て
'
雨
が
通
常
に

あ
っ
た
後
で
風
が
吹
J
と
'
事
場
に
白
く
塩
が
ふ
く
よ
う
に
な
る
｡
こ

う
な
る
と
そ
の
事
場
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
,NP.
ま
づ
'
夜
明
方
煎

塩
の
際
に
で
き
た
衣
を
亭
場
に
ま
く
'
す
･る
と
'
正
午
頃
ま
で
に
は
'

19

そ
の
次
に
塩
花
が
で
き
る
o
L
か
し
こ
れ
は
夏
期
で
あ
っ
て
'
宥
和
や

款
末
に
は
終
日
を
要
し
'
冬
期
に
は
塩
分
が
上
昇
し
に
く
J
P
た
だ
風

が
吹
S
て
連
日
晴
天
が
緯
S
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
.
か
く
塩
花
の

生
じ
た
衣
を
帝
で
は
き
集
め
'
衣
池
に
入
れ
て
足
で
ふ
み
こ
み
'
上
か

ら
水
を
注
ぎ
か
け
'
衣
池
の
医
に
装
置
し
た
選
管
か
ら
塩
水
を
流
出
さ

せ
て
そ
の
下
の
池
に
た
め
'
石
蕗
を
は
り
て
ん
で
そ
の
浮
沈
に
ょ
つ
て

ー

濃
密
を
試
験
L
t
濃
度
充
分
な
も
の
は
こ
れ
を
滴
池
女
は
塩
井
に
蓄
え

を

こ
の
油
水
が
煎
塩
の
原
料
ど
な
る
.
こ
の
'
1
連
の
作
業
行
程
が
灘

衣
淋
滴
と
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡､
こ
れ
は
光
緒
繭
推
塩
津
志

(巻

十
五
､
票

淋
滴
霊

)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
断
る
が
･
其
の
他

l

例
え
ば
'
衣
を
用
い
空
早
場
の
士
を
す
き
取
っ
て
こ
れ
を
草
を
敷
い
た

O
>～

上
に
方

云

讐

二
尺
位
に
盛
呈

げ
･
･上
か
ら
水
塞

ぎ
か
誓

塩

1

水
を
浸
出
す
る
方
津
も
あ
る

(寮
慶
灘
亀
聖

心'
巻
七
塩
法
)

煎
竃
は
右
の
塩
水
を
煎
て
塩
に
す
る
篭
で
あ
っ
て
'
竃
房
と
解
さ
れ

る
草
屋
の
中
に
構
築
.与

れ
'
滴
を
入
れ
て
煎
る
盤
餓
鬼
は
轍
を
装
置
す

る
｡
後
に
述
べ
る
が
`
盤
鏑
は
明
代
に
お
け
る
煎
塩
組
織
で
あ
ウ
た
畢

煎
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
..

重
く
て
大
き
く
'
数
角
か
ら
成
り
'
敷
戸

の
篭
戸
が
各

1
角
宛
を
所
有
し
'
随
つ
て
そ
の
敷
戸
が
共
同
し
な
け
れ

ば
使
用
出
奔
な
い
よ
う
経
な
っ
て
S
た
o
L
か
し
､
明
末
に
な
?
て
明

初
eQ
塩
津
が
崩
れ
る
雪

国
煎
す
る
必
要
の
あ
る
磐
鎖
ま
わ
も
十
手
蕗



2げ

に
各
戸
自
由
に
使
用
言

る
鋸

が

姦

化
し
た

O

竃
に
警

の
轍
空

欄
装
置
し
た
の
み
の
畢
銀
の
竃
の
ほ
か
二
個
叉
は
三
偶
装
置
す
る
蟹
蝕

叉
堅

二
融
の
竃
が
透
っ
て
'

1
個
叉
竺

福

の
轍
が
潅
水
を
温
め
る
た

め
に
使
用
さ
れ
る
｡
滴
水
を
煮
つ
め
､
時
を
は
か
つ
て
遍
角
を
入
れ
塩

の
結
晶
を
促
す
O
畢
鍬
の
竃
で
'

1
火
伏

(煎
塩
し
始
め
て
か
ら
終
る

ま
で

(
一
重
夜
)
を

一
大
伏
と
稗
す
る
)
の
間
に

一
桶

(
二
百
斤
)

7

二
分
よ
め
三
四
分
の
塩
を
得
る
.

一
年
を
通
じ
二
殿
塩
の
日
数
は
百
二

十
日
乃
至
百
九
十
日
で
あ
る
｡
蟹
鍬
､
三
鍬
の
篭
は
単
級
の
竃
に
比
し

て
草
を
節
し
て
産
額
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
｡

I,JrJ､

*
錐
は
も
と
も
と
密
煎
の
津
具
で
あ
っ
て
'
宋
代
に
お
い
て
同
様
目
的
に
使
用

さ
れ
た
鎮
子
か
ら
襲
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
.

(
素
顔
如
泉
除
志
､
巻
七

塩
法
'
発
給
両
港
塩
法
志
'
巻
二
十
八
盤
轍
)

●

以
上
は
港
南
二
十
場
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
'
港
北
三
場
の

礎
塩
に
お
い
て
は
'
最
も
重
要
な
生
産
手
段
は
虜
塩
用
の
塩

池

で

あ

る
O
,海
岸
叉
は
海
岸
に
近
い
内
地
に

7
組
の
塩
池
を
造
る
O
こ
の

一
組

牲
頭
道
か
ら
九
道
に
至
る
九
面
の
塩
池
か
ら
成
り
'
そ
.の
う
ち
の
1
両

*

は
内
面
に
範
を
敷
き

戟

池

と
柄
せ
ら
れ
る
が
'
他
は
皆
土
地
で
あ
る
｡
-

海
岸
で
は
轟
に
よ
っ
て
海
水
を
導
き
'
内
地
で
は
塩
水
の
湧
く
井
を
掘

?
'
塩
水
を
く
み
ぁ
げ
て
粛
道
の
塩
池
に
入
れ
'
憤
墾

蓮

三
道
と
導

サ
ヲ

軒
な
が
ら
購

す
O
各
土
地
の
傍
に
は
小
戟
井
を
作
り
'
降
雨
の
際

に
は

こ
れ
に
滴
水
を
蓄
え
て
両
を
さ
け
る
O
か
く
て
最
後
に
充
分
嵯
し
終
つ‥

て
濃
厚
な
清
水
と
な
っ
た
も
の
は
戟
池
の
傍
の
沙
稀
と
稗
す
る
部
分
に

入
れ
't
晴
天
の
日
を
ま
つ
.tJ
戟
池
に
入
れ
て
結
晶
さ
せ
る
o
夏
期
に
お

S
て
は
午
前
八
時
よ
り
年
後
四
時
に
至
る
間
に
以
上
の
プ

ロ
セ
ス
を
完

了
す
る
こ
と
が
由
来
る
が
'
春
秋
に
は
二
日
を
要
し
'
′冬
期
に
も
風
が

*.*

あ
れ
ば

三
四
日
で
完
丁
で
き

る

｡

*
こ
の
我
は
八
寸
に
四
寸
の
も
の
で
'
こ
の
威

三
官
僚
を
敷

い
た
池
を

1
引
の

産
額
あ
る
も
の
と
し
た
が
'
我
に
大
小
が
で
湾
た
の
で
方

1
丈
の
池
を

一
引
と

改
め
た
O

一
引
は
四
官
庁
で
あ
る
.

*

*

以
上
の
技
術
に
つ
い
七
は
光
緒
塩
法
志
巻
十
五
の
圏
課
に
よ
､る
.

02｣

三

生

産

組
･織

卜

清
代
塩
湊
の
蒜

的
組
織

つ
ぎ
に
は
以
上
述
べ
た
如
き
製
塩
が
如
何
な
る
生
産
機
構
の
下
に
患

S
て
行
わ
れ
た
か
を
明
か
に
す
る
本
稿
の
中
心
課
題
に
は
S
ら
布
け
れ

ば
な
ら
ぬ
.
清
の
塩
淡
は
明
末
の
塩
汝
を
相
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
'

そ
れ
は
公
認
さ
れ
た
塩
商
に
よ
る
専
責
制
で
あ
っ
た
｡
塩
商
に
は
場
商

と
道
南
の
轟
別
が
あ
り
'
場
商
は
直
接
生
産
者
か
ら
塩
を
買
い
集
め
､

蓬
商
娃
こ
れ
竺

定
め

コ
ー
ス
を
華
て
1
定
塊
磯
に
蓬
醸
し
て
版
貸
す
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常

数
府
政
こ
れ
を
監
督
L
t
直
線
生
産
者
か
ら
琴

現
物
の
嵐
を
供

*

納
さ
せ
る
代
わ
に
折
償
銀
を
納
め
さ
せ
､.
運
商
か
ら
は
そ
の
運
搬
販
費

す
る
塩
に
封
し

一
引
幾
何
の
割
で
銀
を
徴
放
す
*K

a*
･

こ
れ
が
政
府
の
坂

)

入
と
な
る
｡

*
明
食

に
お
い
て
は
'
農
耕
に
従
事
す
る
所
謂
水
郷
鐘
声
は
折
色

(
鍍
釆
)
を

約
め
た
が
'
煎
塩
に
鍵
事
す
る
所
謂
審
海
患
戸
は
本
色

(
塩
)
を
納
め
た
.

と

こ
ろ
が
明
未
に
な
っ
て
漬
海
嶺
戸
の
本
色
も
銀
に
折
せ
ら
れ
'
そ
の
所
有
す
る

草
藩

の
面
癖

に
割
嘗

て
て
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
故
に
折
慣
銀
は
直
接
生

産
者
と
い
う
よ
り
も
草
茅
の
所
有
者
が
負
誇
す
る
も
の
で
あ
る
.
こ
の
丁
塩
の

銀
純
化
は

一
俵
鞭
法
に
よ
る
銀
純
化
の

一
翼
を
な
す
も
の
で
あ
る
.
そ
の
時
期

T
に
つ
い
て
は
通
常
嵩
歴
四
十
五
年

(
例
え
ば
光
緒
通
州
直
隷
州
志
'巻
四
塩
法
)

と

い
わ
れ
て
い
る
｡
塩

一
引
に
つ
尊
銀

一
銭
か
ら
二
三
飼
O

*

*
清
朝
に
お

い
て
は
級
数
鏡
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
漸
次
増
加
し
､
正
課

一
両

数
鋼
の
ほ
か
種

々
の
附
加
税
が
つ
い
て
教
南
に
至
る
.
そ
の
上
軍
事
土
木
笹
の

た
め
に
帝
教
銀
が
臨
時
に
擬
訳
さ
れ
清
末
に
は
塩
麓
が
加
っ
た
｡
こ

れ
ら
は
等

膏
塩
の
滑
喪

者
に
樽
嫁
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
か
か
る
尋
常
塩
の
消
費
者
債
棒

の
騰
貴
は
私
塩
盛
行
Q
.原
因
と
な
る
｡

清
代
塩
旗
の
か
か
る
組
織
か
ら
見
て
'
塩
の
生
産
関
係
上
重
要
な
,p

の
は
製
塩
業
者
と
そ
の
塩
の
買
占
業
者
と
し
て
の
場
商
で
あ
る
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
｡

‡

袈
塩
業
者

-
篭
戸
の
畿
展
分
化

明
初
の
竃
戸
は
製
塩
の
養
務
を
諜
せ
ら
れ
て
は
S
た
が
､
製
塩
に
必

要
改
革
茅
や
盤
観
な
ど
の
生
産
手
段
を
政
府
よ
-
給
興
さ
れ
且
二
本
紗

米
が
輿
え
ら
れ
'
圏
の
組
織
の
下
に
共
同
製
塩
を
L
t
秘
密
煎
塩
が
防

*

止
さ
れ
る
と
共
に
製
塩
が
強
制
さ
れ
た

｡

/*
前
に

一
寸
ふ
れ
た
が
'
粧
銀
は
数
角
か
ら
成
ひ
'
各
塩
声

が
そ
の

t
角
を
所

有
し
'
敷
戸
の
潅
戸
が
共
同
し
て
翰
め
て
顧
壕
で
き
る
組
織
に
な
っ
て
い
た
?

か
か
る
共
同
煎
塩
の
単
位
が

い
-
つ
か
集

っ
て
甲
を
成
し

(
他
国
に
誓

え
る
某

某
髄
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
)
､甲
で

1
簡

の
甫
嶺
を
有
し
て
甲

内

の
各
共
同
製
塩
の
組
が
軸
流
で
煎
塩
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
t
と
思
わ
れ

る
が
よ
-
分
ら
な
い
｡
か
か
る
甲
が
患
た
い
-

つ
か
象

っ
て
圏
を
組
織
し
た
.

園

は
州
麻
の
里
に
相
嘗
L
t
絶
促
が
置
か
れ
て
丁
塩
の
催
約

に
差

せ
ら

れ
た

.

●
(
こ

の
憶
戸
の
行
政
上
の
組
織
及
び
そ
れ
に
開
し
た
種
々
の
開

館

に

つ

い
て

.
は
､

藤

井

宏

氏
'

胡
代
鹿
田
考

-
東
洋
農
業
経
済
史
研
究
所
載

-

に
詳
し

い
)
.
こ

の面
は
南
新
･に
お
い
て
最
も
よ
-
保
有
さ
れ
て
現
今
に
ま

で
残

っ
て

い
る
0

港
南
に
お
い
て
は
国

に
相
嘗
す
る
も
の
は

1
駿
に
級
と
呼
ば
れ
た
の
で

-

は
な

い
か
.
港
南
に
は
現
今
で
も
線

の
地
名
が
置
-
穫

っ
て
い
る
0

か
く
の
如
く
明
初
に
お
け
る
竃
丁
は
'
生
産
手
段
を
輿
え
ら
れ
rtJ
嚢

-

塩
を
強
制
さ
れ
る
塩
奴
に
も
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
製
塩

組
織
の
崩
痕
に
伴
5
'
典
賓
禁
止
の
制
約
の
下
に
給
興
さ
れ
て
S
た
草

T 21-



*

S
3

霧
が
私
有
化
さ
れ
て
典
愛
さ
れ
'
随
つ
て
草
蕩
9
喪
失
と
兼
併
が
行
わ

*
*

れ
'
富
篭
と
費
寵
の
分

化

が

生
す
る
と
共
に
'
弘
治
二
年
の
商
人
に
封

す
る
鎗
塩
貿
補
の
許
可
は
'
従
釆
表
面
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
竃
戸

と
商
人
と
の
直
接
取
引
を
公
認
す
る
結
果
と
な
り
'
商
人
が
竃
戸
を
通

じ
て
生
産
を
支
配
す
る
所
謂
問
屋
制
も
現
れ
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か

*
*
*

と
思
わ
れ
る

｡

･J

*
例
え
ば
豊
明
世
法
線
､
巻
二
十
九
'

塩
法
に
牧
鍍
さ
れ
て
い
る
義
時
四
十
二

年
に
お
け
る
御
史
徐
某

の

｢
読
頗
引
給
蕩
｣
な
る
題
奏
を
見
よ
｡
そ
の
他
紙
健

㌔
に
よ
る
草
蕩
の
乗
併
は
旗
主
言
及
さ
れ
て
い
る
O

*

*

同
じ
-
豊
明
世
法
政
'
巻
二
十
九
'
正
徳
十
二
年
塩
法
御
史
藍
某

の
題
奏
中

に

｢
近
年
以
衆
'
豪
儀
で
私
に
十
数
髄
を
立
て
て
い
る
も
の
が
あ
り
'
七
八
寵

の
者
が
あ
っ
て
'
私
煎
私
駅
呼
玖
わ
り
さ
れ
て
も
平
糸
と
し
て
い
る
｣
と
い
ら

言
葉
が
見
え
て
い
る
｡
こ
の
髄
は
鍵
を
用

い
る
簡
単
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
そ

れ
に
し
て
も
七
八
寵
か
ら
十
数
髄
を
有
す
れ
ば
恐
ら
-
家
内
労
働

の
み
に
よ
っ

て
は
維
持
で
き
ず
'
雇
傭
労
働
に
漁
る
必
垂
が
あ
っ
た
ろ
う
｡

*

*
*

｢
貧
民
が
私
塩
を

更
れ
ば
人
た
だ
ち
に
捕
獲
し
'
富
室
私
塩
を
要
れ
ば
官

も
亦
容
認
す
る
｡
故
に
祭
儀

の
僚
塩
は
必
ず
富
室
を
載
り
で
私
貿
す
る
こ
と
を

得
'
富
室
豪
民
は
富
を
挟
み
除
を
負

い
'
多
く
貧
民
を
招
き
産
-
歯
地
を
占
め

て
煎
塩
私
賓
し
､
富
王
侯
に
敵
す
る
｣
(
零
宙
'
准
塩
利
弊
'
綬
文
献
通
考
は
そ

の

一
部
を
載
せ
'
嘉
靖
二
十

1
年
の
保

に
か
け
て
い
る
O
固
事
柄
巻

1
八

一
'

古
今
国
書
集
成
食
貸
典
'
南
港
塩
法
市
巻

一
五
四
な
ど
に
耽
線
さ
れ
て
い
る
)
O

こ
の

｢
多
-
貧
民
を
招
尊
顔
-
歯
地
を
占
め
.て
煎
塩
｣
す
る
組
織
は
具
韓
的
に

瓜
如
何
な
る
も
の
か
よ
-
分
ら
な

い
が
'
上
述
の
富
塩
の
雇
傭
労
働
に
も
と
づ

-
と
想
像
さ
れ
る
産

産
構
造
と
は
興

っ
て
'
商
人
の
問
屋
制
的
生
産
支
配
で
は

な

い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡
し
か
し
た
し
か
な
と
こ
ろ
は
分
ら
な

い
｡

i
明
末
に
至
っ
て
の
丁
塩
の
銀
勧
化
は
'
竃
丁
を
強
制
的
製
塩
労
働
か

ら
解
放
し
'
製
塩
は
自
由
職
業
と
な
っ
た
｡
た
だ
塩
が
官
に
せ
諸
強
制

的
収
納
か
ら
弼
占
的
場
商
の
故
買
と
な
っ
た
か
ら
'
利
潤
は
多
く
こ
れ
L

ら
場
商
の
手
に
蹄
L
t
た
め
に
明
に
お
け
る
塩
添
混
乱
時
代
に
私
塩
の

製
造
販
膏
の
利
益
に
よ
っ
て
生
長
し
始
め
て
い
た
雇
傭
労
働
に
基
く
と

考
え
か
れ
る
富
竃
的
製
塩
の
生
長
を
見
る
こ
と
な
く
'養

え
つ
て
場
商

の
問
屋
制
的
生
産
支
配
が
畿
展
L
t
こ
れ
が
清
代
樗
お
け
る
楽
壇
の
主

要
な
生
産
関
係
を
な
す
に
亘
っ
た
の
で
あ
る
O

22

耳

竃
丁
と
煎
丁

従
釆
塩
を
取
扱
っ
た
も
の
は
多
く
は
流
通
部
面
を
問
題
に
t
た
も
の

で
あ
る
が
.
女

だ

7
つ
爾
准
の
生
産
構
造
を
主
題
と
し
た
も
の
に
は
山

村
治
郎
氏
の

｢
清
代
南
港
の
竃
戸

一
斑
｣
(史
嘩
雑
諌
五
.717ノ
七
'
十
一
)

が
あ
る
.
氏
の
研
究
の
要
鮎
は
'
清
代
の
南
港
に
お
S
て
は
竃
戸
が
場

商
の
蛮
力
紅
塵
倒
さ
れ

てそ
の
経
済
的
基
礎
を
失
い
貨
労
働
者
に
な
る

と
と
も
に
製
塩
過
程
を
分
業
化
L
t
･擬
衣
淋
滴
を
分
揺
す
る
も
の
が
篭

丁
と
呼
ば
れ
'
煎
塩
す
る
も
の
が
煎
丁
と
呼
ば
れ
て
慣
別
さ
れ
る
よ
う

に
な
つ
虎
｡
こ
の
竃
丁
煎
丁
が
富
裕
な
篭
戸
や
商
人
の
資
本
の
下
に
傭
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わ
れ
'
共
同
作
業
場

｢
竃
｣
に
潜
S
て
マ
エ
T
フ
ァ
ク
チ
ュ
ヴ
生
産
が

行
わ
れ
た
と
い
う
鮎
に
蹄
す
る
｡
氏
が
製
塩
に
お
け
る
生
産
構
造
を
究

明
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
に
封
し
て
は
多
大
の
敬
意
を
掬
う
も
の
で
あ
る

が
'
氏
の
到
達
し
た
結
論
及
び
そ
の
緒
論
を
導
き
出
し
た
過
程
に
は
承

服
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
｡
先
づ
煎
丁
の
性
格
を
見
よ
う
｡

諭
す
'
両
港
各
場
の
煎
丁
は
'
も
と
よ
り
窮
民
に
属
す
'
毎
に
接
済

す
る
能
わ
ざ
る
に
よ
っ
て
'
各
竃
戸
に
向
つ
て
重
利
借
貸
し
て
以
つ

て
食
用
に
資
L
t
生
計
甚
だ
括
据
た
り
-
･･･
(乾
隆
十
六
年
､
光
緒
骨

典
事
例
巻
二
二
三
'
声
部
'
塩
法
)

こ
れ
か
ら
も
分
る
よ
う
竪
馳
丁
は
貧
窮
者
で
あ
り
'
竃
戸
は
こ
れ
に
封

Tし
て
高
利
貸
付
を
行
う
立
場
に
あ
る
.

Ll
南
港
の
塩
務
'
′
垣
商
あ
り
租
商
あ
わ
公
牧
の
商
あ
ゎ
垂

主
あ
り
竃
戸

あ
旦
烈
丁
あ
り
O
近
頚
准
鮭
疲
弊
し
ま
た
従
前
の
盛
時
に
比
す
べ
く
･

も
な
い
o
そ
の
困
難
逓
倍
形
中
に
あ
っ
て
煎
丁
が
最
も
甚
だ
し
い
O

煎
丁
は
大
佐
鴻
衣
鴇
面
の
流
で
あ
っ
て
､
雇
を
受
け
て
煎
壊
し
'
日

々
幾
何
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
O
商
人
が
も
し

(
桶
債
を
)
動
軸
し

な
S
と
し
て
も
恐
ら
く
竃
戸
が
簡
工
資
を
折
給
す
る
と
S
う
て
と
が

あ
る
に
相
違
な
い
｡
ま
し
て
桶
債
が
す
で
に
滅
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
'
必
ザ
そ
の
債
を
煎
丁
か
ら
取
ろ
う
と
思
い
'
順
次
斬
和
し
て

(煎
丁
の
)
所
得
を
甚
だ
僅
少
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
-
･:A
(光
播

二
十
五
年
八
月
'
剛
毅
上
奏
の
1
節
'
薄
塩
浩
志
巻

一
〇
七
)
′

場
商
は
生
産
者
で
あ
る
竜
戸
か
ら
塩
を
故
買
す
る
際
二
百
斤
人
の
桶
で

は
か
つ
て
代
償
を
玄
孫
う
.α
で
あ
る
が
'
な
る
べ
く
そ
の
使
用
す
る
桶

を
大
き
く
す
る
と
共
に

1
桶
の
代
償

(
桶
債
)
を
た
た
い
て
安
く
し
よ

う
と
す
る
0
す
る
と
竃
戸
は
そ
れ
を
彼
等
の
雇
傭
し
て
い
る
煎
丁
に
時

頼
L
I.
そ
の
貨
銀
を
減
額
す
る
O
右
の
剛
毅
の
上
奏
は
か
か
る
こ
と
,O

な
い
よ
う
に
し
て
窮
丁
の
困
窮
を
救
済
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
の

1

部
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
煎
丁
は
竃
戸
に
雇
傭
さ
れ
る
製
塩
歩
働

者
で
あ
る
こ
と
が
分
る
｡

宜
統
二
年
十

7
月
顎
湘
西
味
讐

芹
の
蓮
商
か
ら
四
成
■の
復
価
を
捷
出

さ
せ
'
･こ
れ
を
塩
場
の
生
産
者
に
分
配
し
て
数
値
を
囲
っ
た
際
'
こ
れ
/

を
如
何
に
分
配
す
る
か
に
つ
S
て
准
南
局
員
を
⊥
て
通
春
分
司
と
合
同

委
譲
さ
せ
た
が
'
そ
.Iの
遣
使
に
封
す
る
上
申
書

(清
塩
法
恵
巻

1
0
七
)

中
に

∫

篭
に
給
す
る
二
百
五
十
文
に
つ
い
て
は
'
篭
戸
煎
丁
も
亦
各
界
隈
を

分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
す｡
商
樺
の
場
分
は
商
人
と
煎
丁
と
直
接
す
る
も
の

L
で
あ
る
か
ら
全
部
爾
丁
に
襲
鎗
す
べ
き
で
通
わ
'
竃
埠
の
場
分
は
竃

戸
よ
り
丁
を
騰
う
て
煎
塩
す
る
の
で
あ
る
か
キ

篭
戸
と
エ
丁
と
紅

/

_ 23_-



加

各
半
分
づ
つ
待
む
せ
て
誓
憲
の
均
清
を
乱
し
ょ
う
と
思
う
O

と
い
う

7
節
が
あ
る
｡
商
埠
と
い
う
の
は
後
に
詳
し
く
述

べ
る
が
草

苗
､
厚
地
'
煎
竃
が
場
商
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
を
S
う
の

で
あ
わ
'
篭
埠
は
竃
戸
自
ら
が
草
蕩
'
停
池
､
煎
竃
を
所
有
す
る
か
'

少
く
と
も
煎
塩
に
要
す
る
草
藻
を
所
有
し
て
い
る
も
の
'
換
言
す
れ
ば

生
産
者
が
生
産
手
段
の
全
部
叉
は

1
部
を
所
有
し
て
S
る
場
合
を
い
う

の
で
あ
る
｡
商
埠
の
場
合
に
は
場
商
の
生
産
手
段
を
借
り
て
煎
丁
が
生

産
に
従
事
す
る
の
で
あ
っ
て
'
場
商
は
そ
の
塩
を
極
め
て
安
5
滴
債
で

故
買
す
る
の
み
で
直
積
生
産
に
は
関
係
し
な
い
O
故
に
こ
の
場
合
に
は

煎
丁
の
み
が
意
他
の
封
象
に
な
る
の
で
あ
る
が
'
竜
淳
の
場
合
は
竃
戸

も
そ
の
雇
傭
し
空
尉
丁
と
共
に
生
産
に
従
事
す
る
の
で
あ
る
か
ら
等
分

に
均
清
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
場
商
'
奇
声
'
顧
丁
の
関
係
が
性
ぼ
わ
か
る

の
で
あ
る
｡
煎
丁
は
エ
丁
と
呼
ば
れ
て
い
る
如
く
製
塩
労
働
者
の
1
麓

的
呼
稗
で
あ
っ
て
煎
塩
を
分
業
と
す
る
食
弊
働
者
で
は
な
S
.
な
お
念

の
た
め
に

篭
戸
は
藩
を
菜
と
す
る
も
金
墜
烈
塩
せ
ず
'
煎
丁
は
灘
頗
す
る
も
反

っ
て
親
藩
が
な
い
.
あ
ら
ゆ
る
蕩
尾
の
産
草
の
や
や
豊
か
な
数
百
歩

･の
地
で
煎
丁
は
草
を
刈
り
擬
煎
し
て
S
る

(逆
光
十
一
年
四
月
､
僚
東

象
大
使
徐
慶
鹿
の
粟
i
南
港
塩
法
泉
撃

二
()

を
見
れ
ば
'
煎
丁
は
草
を
刈
や
t,
華
煎

(擬
衣
淋
滴
と
煎
塩
)
す
る
数

塩
努
働
者

1
般
の
呼
稀
で
あ
る
こ
と
が
分
る
.
こ
れ
は
新
し
い
も
の
で

あ
る
が
'
中
国
賓
菓
草

江
蘇
省
'
第
五
麻
'
塩
墾
の
僕
に

東
涯
製
塩
の
人
の
名
稀
は

1
で
は
汲
S
.
港
南
の
習
慣
で
′は
.
戸
主

の
雇
煎
に
鹿
す
る
者
を
煎
丁
と
日
5
'
商
埠
の
雇
役
に
屈
す
る
も
の

を
篭
戸
と
日
い
'
そ
の
篭
塵
自
ら
置
き
白
ら
煎
る
者
を
淳

主

と

日

う
.
こ
れ
を
塩
湊
志
の
記
載
か
ら
考
え
て
み
る
と
竃
丁
に
あ
･た
る
O

と
書
か
れ
て
い
る
.
こ
.こ
で
塗
料
丁
を
篭
戸
や
埠
主
の
雇
傭
す
る
製
塩

労
働
者
に
限
り

'
場
商
が
そ
の
設
備
し
た
製
塩
施
設
を
使
用
し
て
製
塩

さ
せ
る
霊

に
雇
う
も
の
は
竃
戸
と
し
て
囲
紳

し
･
生
摩
者
が
自
ら
生

産
手
段
を
所
有
し
て
自
ら
生
産
に
鍔
事
す
る
も
の
は
特
に
韓
主
と
呼
ん

で
い
る
O
淳
主
は
党
の
剛
毅
の
上
奏
中
に
も
み
え
て
い
る
が
'
か
か
る

拙讐
止
生
産
者
が
塩
津
志
の
竃
丁
に
あ
た
る
と
述
べ
て
S
る
の
は
注
意
に

値
す
る
O
明
初
に
お
S
て
は
生
産
手
段
を
分
給
さ
れ
て
い
た
篭
戸

(
そ

れ
を
構
成
す
る
丁
が
竃
丁
で
あ
る
)
が
上
述
の
如
く
そ
の
生
産
手
段
を

喪
失
叉
は
兼
併
L
t
生
産
手
段
を
所
有
す
る
淳
主
と
'
生
産
手
段
の
な

い
煎
丁
と
に
分
化
す
る
こ
と
に
な
ゎ
'
煎
丁
は
場
商
叉
は
停
会
の
亨

に

お
い
て
問
屋
制
的
に
叉
は
雇
傭
弊
働
と
し
て
生
産
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
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紅
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
山
村
民
が
竃
丁
煎
丁
を
楽
塩
に
お
け
る
貸
弊
働

者
の
擬
次
淋
滴
と
煎
塩
の
分
業
に
よ
る
慣
別
で
あ
る
と
考
え
る
根
接
に

魔
っ
た
嘉
慶
両
港
塩
港
志
の
華
衣
淋
滴
圏
鋭
.に
煎
丁
と
あ
る
の
は
上
に

述
べ
た
濁
立
生
産
者
た
る
淳
主
の
場
合
を
措
い
た
か
ら
で
あ
り
'
煎
塩

圏
説
で
煎
丁
と
あ
る
の
は
そ
の
停
主
に
雇
傭
さ
れ
る
労
働
者
を
S
つ
た

の
で
あ
ら
う
.
し
か
し
縄
べ
て
の
記
載
が
こ
の
よ
う
な
厳
密
な
慣
別
の

上
に
立
っ
て
書
か
れ
て
S
る
為
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
'
願

志
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
篭
丁
な
る
表
題
も
草
に
製
塩
従
事
者
の

意
味
で
あ
る
.
ま
た
竃
戸
幾
何
'
煎
丁
腰
何
と
あ
る
の
は
そ
の
塩
場
に

お
S
て
製
塩
に
従
事
し
て
.S
る
戸
数
が
幾
何
で
あ
り
'
そ
の
戸
を
構
成

す
る
製
塩
従
事
者
が
幾
何
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
篭

戸
と
煎
丁
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
O
し
か
し
成
豊
興
化
願
志

(巻
四
'

塩
法
州
志

の
誤
で
は
な
い
か
!

こ
れ
は
軸
そ
ら
-
通
州
直
隷
)
吃

豊
利
場

竃
戸
二
千
四
百
八
十
八
･

煎
丁
六
千
九
百
九
十
九
原
額
三

千
九
育
三
十
五

な
ど
と
あ
る
に
封
L
t
嘉
慶
両
港
塩
決
意
に

富
安
場

原
額
卵
竜
丁
姻
戸

7
千
九
十
九
丁

今
新
蘭
篭
丁
姻
戸

一
撃
二
千
八
百
九
十
二
戸

共
計

四
葦
三
千

･F九
百
六
十
二
丁

と
あ
っ

て.
豊
利
場
で
は
煎
丁
と
な
っ
て
い
る
に
封
L
t
富
安
場
で
は

竃
丁
と
な
っ
て
S
る
の
は
'
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
'
豊
利
場
が
場
商

が
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
る
商
淳
な
る
に
封
L
t
奮
安
場
は
生
産
者

が
生
産
手
段
を
所
有
す
る
竃
淳
で
あ
る
か
ら
'
前
に
の
べ
た
厳
密
港
規

定
に
従
っ
て
'
豊
利
場
の
生
産
者
は
生
産
手
段
の
な
い
煎
丁
で
あ
り
'

富
安
場
の
生
産
者
は
生
産
手
段
を
有
す
る
竃
丁
で
あ
る
｡

*
場
商
の
設
備
し
た
施
設
を
使
用
す
る
も
の
で
も
自
ら
葺
譲
を
所
有
す
る
も
の

が
あ
る
が
'
か
か
る
場
合
は
塵
産
着
が
生
産
手
段
の

一
部
を
所
有
し
'
患
戸
'

儀
丁
と
稀
す
る
こ
と
が
で
魯
る
が
'
金
糸
生
産
手
段
が
な
し

す
べ
て
場
商
の

I

生
産
手
段
に
依
存
す
る
も
の
は
寵
戸
で
は
な
-
顧
丁
と
稀
す
べ
き
で
あ
ろ
う
O

･
Lhe･

し
･か
し
.｢
按
ず
る
に
,
港
南
冬
場
,

二
畏

(-
i
)
ど
と
に
出
名
東
領
し
て

I

い
る

1
名
の
煎
丁
が
あ
る
..
こ
れ
を
壮
戸
或
は
煎
戸
と
い
う
O
煎
時
に
は
生
家

.

Te
老
幼
男
女
が
通
力
合
作
す
る
｣
(
中
国
葉
菜
志
､
江
蘇
省
'
第
七
編
第
五
草
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
箕
質
は
常
丁
で
あ
る
が
鹿
F
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
っ
た

ら
し
い
｡

Ⅳ

問

屋

制

商
淳
は
場
商
が
製
塩
設
備

(
埠
池
煎
竃
及
び
草
履
)
老
所
有
し
､

こ
.

れ
を
生
産
者
に
貸
し
て
製
塩
さ
せ
'
塩
を
安
S
桶
債
で
故
買
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
O
こ
Jの
場
商
と
'
生
産
者
と
の
関
係
は
地

主
小
侭
の
そ
れ
で
あ
っ
て
廟
滞
場
で
は
､
場
商
の
製
塩
設
備
を
借
る
も
･
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の
竺

副
(停
池
島

竃
の
這

)
讐

き
豊

十
の
桶
佃
針
を
文
殊
う
T

と

い
う

(
光
緒
三
十
二
年
三
月
へ
泰
分
司
陳
方
銘
の
菓
'清
塩
法
志
魔

一
〇
七
)
.

*

一
雨
塩
嶺
の
製
塩
髄
カ
は

一
火
伏

(
1
童
夜
)

一
棉
内
外
で
あ
り
'

1
ヶ
年

の
製
塩
可
髄
日
数
は
盲
目
内
外

(
南
港
塩
法
志
'
囲
説
に
よ
る
と

三

〇
日
l

一
九
〇
日
と
な
っ
て
い
る
が
'
通
州
直
隷
州
志
巻
周
で
は
親
展
諸
場
が
九
〇
日

1

一
二
〇
日
と
な
っ
て
い
る
)
で
あ
る
か
ら
四
五
十
桶
は
小
作
料
の
通
例
の
如

-
製
塩
髄
カ

の
1
盲
位
に
な
る
の
だ
ろ
う
O

か
か
る
商
噂
の
ほ
か
に
半
商
半
竃
が
あ
る
｡
こ
れ
は

｢
窮
竃
が
垣
商
に

エ
本
を
借
り
て
煎
塩
す
る
｣

(魂
源
'
尊
酵
素
'
盲
微
堂
外
敷
巻
七
)
も
の

で
'
商
淳
よ
り
も
場
商
支
配
の
程
度
の
弱
い
も
の
で
あ
る
O
か
か
る
場

商
の
竃
戸
や
煎
丁

(場
商
の
生
産
設
備
を
借
り
て
S
る
)
に
封
す
る
貸

付
は
所
瓢
竃
欠
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
こ
に
い
わ
れ
て
S
る

製
塩
の
資
金

と
し
て
の
ほ
か
'
結
婚
'
死
亡
な
ど
の
費
用
や
'
停
竃

の
築
造
修
理
の
費
用
な
ど
'
種
々
の
場
合
に
貸
出
さ
れ
る
.
例
え
ば
同

治
七
年
三
月
'
伍
繭
場
の
垣
商
尉
宏
美
の
裏
の
う
ち
に

伍
商
場
は
額
産
最
大
に
し
七
'
組
計
四
十
飴
垣
､
さ
き
に
皆
商
人
が

-
資
本
を
出
し
て
竃
戸
が

(淳
竃
を
)
置
い
た
む
の
で
あ
る
｡
歴
年
の

寵
戸
へ
の
貸
付
は
百
飴
寓
串
あ
り
'
各
垣
が
貸
付
を
し
て
塩
を
故
買

す
る
も
の
を
名
づ
け
て
主
願
と
日
う
'
こ
れ
が
竃
事
で
あ
る
.
だ
か

ら
竃
欠
の
戯
文
は
即
ち
商
壇
の
血
本
で
あ
る
｡
蘭
年
ご
と
に
蝉
篭
を

修
理
す
る
た
め
に
撞
S
て
貸
出
し
た
新
し
い
貸
付
を
綿
計
す
る
と
叉

十
飴
高
額
に
な
る
｡

と
い
う

一
節
が
あ
る
が
t.
こ
れ
は
場
商
か
ら
姿
本
を
借
り
て
亭
寵
を
築

造

L
t
ま
た
修
理
す
を
場
食
の
例
で
あ
る
｡
商
事
で
あ
れ
ば
そ
こ
で
生

産
さ
れ
た
塩
は
そ
の
事
竃
の
所
有
者
た
る
場
商
が
故
買
す
る
こ
と
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
｣

竃
事
の
場
合
で
も
場
商
か
ら
貸
付
を
受
け
れ
ば
そ
Q
-

場
商
に
生
産
し
た
塩
を
賛
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
場
商
は
塩
の
牧
貫
に
掌
っ

て
痛
憤
を
安
く
し
て
貸
付
金
の
利
子
や
元
金
の
一
部
を
回
収
し
た
の
で

あ
る
O
篭
戸
と
の
間
に
か
か
る
関
係
を
有
し
て
い
る
場
商
が
圭
願
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
O
と

の
よ
う
に
竃
戸
が
場
商
か
ら
何
ら
か
の
貸
付

を
受
け
て
い
る
場
合
は
'
厳
密
に
は
半
商
半
竃
で
あ
る
が
'
多
く
の
場

合
竃
革
と
し
て
分
類
さ
れ
る
か
ら
注
意
を
要
す
る
｡
即
ち
竃
革
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
'
か
か
る
意
味
か
ら
場
商
の
支
配
に
蹄
し
て

5
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
O
上
述
し
た
如
き
南
軍
.
半
商
半
竜
と

さ
れ
る
も
の
は
場
商
が
問
屋
制
的
に
生
産
者
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
渇

が
t
か
tか
る
場
商
の
支
配
は
港
南
塩
場
に
お
い
て
如
何
な
る
程
度
に
蓮

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
.

乾
隆
二
十
年

(
1
4七
五
五
)
十
月
t
.
江
蘇

蔑
撫
荘
有
輩
は
'
春
分
司
所
属
+

1
象
の
新
し
く
形
成
さ
れ
た
蕩
地
八

千
飴
頃
を
竃
戸
に
分
給
す
る
に
償
っ
て
'
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･･････(但
し
)
戸
籍
上
の
竃
戸
が
何
れ
も
轟
く
煎
塩
に
従
事
し
て
い
忍

の
で
は
な
-
'
見
在
煎
塩
し
て
い
る
埠
場
も
亦
皆
が
み
な
竃
戸
の
所

有
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
O
だ
か
ら
こ
れ
を
分
別
し
て
給
輿
す
る
の

が
重
雷
で
あ
る
｡
査
す
る
に
'
富
安
'
安
豊
'
薬
味
'
東
基
t
.丁

絡
'
劉
荘
'
伍
砧
七
場
は
何
れ
も
竃
戸
の
所
有
で
あ
る
か
.ら
.
新
蕩

地
も
各
場
の
竃
戸
が
見
在
所
有
し
て
い
る
亭
池
の
数
に
廠
じ
て
給
輿

す
べ
き
で
あ
る
｡
草
堰
､
小
海
'
新
興
三
場
は
竃
戸
所
有
の
亭
鍬
は

一
割
に
も
及
ば
ず
'
儀
は
み
な
場
商
が
慣
置
し
､
自
ら
丁
を
招
い
て

卵
煎
し
て
S
る
｡
廟
濁

7
場
は
M
.戸
所
有

の
事
は

1
個
あ
る
の
み

で
･
そ
れ
.包
ま
だ
開
煎
し
て
お
ら
ず
･

(竃
戸
は
)
専
ら
草
を
要
っ

て
利
益
を
あ
げ
て
い
て
'
亭
池
は
全
部
商
人
の
造

っ
た
も

の
で
あ

る
｡
該
場
の
竜
戸
は
既
に
煎
塩
に
従
事
せ
ず
'
場
商
は
我
が
朝
の
順

治
の
初
年
よ
り
す
で
に
革
を
建
て
丁
を
招
い
て
塩
引
を
供
耕
し
'
百

飴
年
世
業
と
し
て
噌
承
し
て
き
て
い
て
'
本
乗
の
竃
籍
と
異
な
る
も

の
で
は
な
い
｡
こ
の
四
場
は
'
竜
戸
た
る
と
商
た
る
と
を
問
わ
ず
'

何
れ
も
見
在
煎
耕
し
て
い
る
亭
轍
の
数
に
比
例
し
て
給
輿
管
業
さ
せ

る
よ
う

に
お
願
い
し
た
い
.

と
上
奏
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
乾
隆
中
期
に
お
い
て
P.
港
南
の
北

半
十

1
場
の
生
産
手
段
が
か
な
り
多
く
場
商
の
所
有
に
犀
し
て
S
た
こ

と
が
分
る
.
t
か
も
廟
滞
場
で
は
順
治
の
初
年

八
十
七
世
紀
の
中
頃
)*

以
乗
場
商
の
問
屋
制
的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

｡

し
か
し
上
述
の
如
く
'
明
環
に
お
い
て
す
で
に
そ
れ
の
存
在
を
推
測
し

得
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
か
ら
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
.

*
南
港
塩
法
志

(
巻

一
七
㌧
圃
滞
圃
課
)
に

｢
昔
徽
州
商
人
の
地
建
な
る
も
の

が
大
変
本
を
擁
し
て
木
場
L
t
民
灘
を
粗
景
し
て
塩
む
置
-
と
と
も
に
包
塩
を

こ
こ
に
移
し
た
｡
故
に
そ
の
地
を
髄
家
敬
と
呼
ぶ
な
ら
わ
し
で
あ
る
｡
こ
の
こ

と
は
蕃
志
に
も
ま
だ
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｣
と
書
か
れ
'
塩
商
と
し
て
有
名
な

徽
州
商
人
の
進
出
が
み
ら
れ
る
｡

こ
の
南
に
蓮
る
通
州
分
司
所
属
の
九
場
に
つ
や
て
は
如
何
な
る
状
態
で

あ
っ
た
か
｡
乾
隆
十
年
九
月
'
角
斜
場
大
使
金
捗
が
塩
政
書
慶
に
菓
話

し
た
中
に

｢
査
す
る
に
'
場
面
は
原
釆
た
だ
塩
場

へ
赴
い
て
買
遷
せ
し

鳩
る
の
み
で
あ
る
｡
関
空
早
場
を
置
き
丁
を
募
り
て
爾
新
す
る
も
の
が

あ
る
が
'
こ

れ
は
必
ず
聞
落
で
起
造
す
る
の
で
あ
っ
て
'
質
草
供
煎
は

何
れ
も
許
可
さ
れ

で
い
な
と

完

結
両
港
塩
望

還

二
六
)
と
い
う

1

節
の
あ
る
と
こ
ろ
を
甘堤

と
'
乾
隆
初
年
に
角
斜
場
に
お
い
て
場
商
が

亭
場
を
築
造
し
て
S
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
著
L
i
も

め

で
は
な
か
っ
た
.
ま
た
道
光
十

1
年
四
月
'
駿
東
大
使
徐
康
成
の
菓

中
に

｢
竃
戸
は
蕩
を
所
有
し
て
い
る
が
全
墜
附
塩
せ
ず
'
煎
丁
は
灘
購

す
る
が
反
っ
て
額
藻
が
な
く
､
蕩
尾
の
産
草
や
や
豊
か
な
数
百
歩
の
磯
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賂

甘
草
を
刈
っ
て
艶
煎
し
て
i
る
｡
壇
商
は
年
衝
撃

戸
に
封
し
て

(琴

戸

が
)
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
草
課
の
数
倍
も
の
租
を
麦
疎
い
t.
毎
年
そ

の
た
め
の
費
用
が
千
三
百
飴
千
も
要
す
る
0
･･････｣
と
述
べ
て
い
る
の

は
'
飴
乗
場
に
お
い
て
場
商
が
蟹
戸
の
蕩
地
主
向
い
借
賃
で
借
受
け
'

煎
丁
に
煎
塩
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
詮
す
る
も
の
で
あ
る
O
か
く
て
光
緒

三
十
二
年

(
1
九

〇
六
)
四
月
'
通
分
司
丁
士
年
が
通
屠
各
場
を
踏
査

し
た
結
果
を
菓
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
通
屠
九
場
は
全
部
商
埠
で
あ

り
'
特
に
掘
港
は
全
数
商
停
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
.
丁
度
こ
れ

と
同
じ
頃
春
分
司
の
陳
方
銘
も
泰
屠
諸
場
を
踏
査
し
て
そ
の
結
果
を
某

し
て
い
る
が
‥
そ
れ
に
よ
る
と

嘗

安

商
辱

教

皇

患
淳

薬

味

固

束

基

節
硝
崇

譜

山
も

何

塊

全
教
寵
停

革

堰

全
数
帝
辱

劉

荘

商
啓

伍

鈷

寵
埠

.

新

‥
輿

商
停
多
-
蔑
停
少
し

廟

濁

.
全
教
商
停

ノ

丁

洛

南
埠
多
-
寵
停
少
し

と
な
っ
て
､い
る

(
い
づ
れ
も
清
塩
望

遠

1
0
七
)O
こ
れ
登

別
に
あ
げ
た

乾
隆
二
十
年
の
荘
有
恭
の
上
奏
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
す

る
云

'
乾
隆
中
期
以
後
か
ら
清
末
に
至
る
期
間
に
お
け
る
場
商
の
問
屋

献
酷
支
配
の
尊
厳
を
う
か
が
う
こ
と
が
で.
き
る
畑
跡
ち
輩
隆
二
十
年
紅

電
停
で
あ
っ
た
富
安
､
劉
荘
が
共
に
商
埠
と
な
り
'
同
じ
く
竃
埠
で
あ

＼

っ
た
丁
給
は
商
停
多
-
蜜
蜂
少
し
と
な
り
､
幾
分
等
樽
の
JAjQ
つ
た
革
堰

が
金
敷
商
捧
と
な
っ
て
い
る
O
ま
た
上
に
も
述
べ
た
如
く
､
寄
港
と
い

わ
れ
る
中
に
も
'
伍
韓
場
の
如
く
'
篭
戸
が
場
商
.Q
笹
本
を
借
り
て
樺

.
篭
を
築
達
し
､ま
た
修
理
し
て
い
る
よ
う
な
例
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
'
場
商
の
問
屋
制
的
支
配
の
程
度
が
中
々
大
き
い
こ
と
が
分
る
O
通

魔
に
潜
S
て
は
乾
隆
初
年
に
蜂
ま
だ
場
商
の
矧
屋
制
的
支
配
が
著
し
く

な
い
と
推
測
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
光
緒
末
年
に
は
全
部
商
樺
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
通
展
に
あ
け
る
場
商
支
配
の
聾
展

怨

は
泰
展
よ
り
も
急
速
だ
つ
た
と
思
わ
れ
る
O

I,

で
は
'
か
か
場
商
の
問
屋
制
的
支
配
の
規
模
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

*

*
*

っ
た
か
と
S
う
と
'
停
池
煎
篭
を
三
百
五
十
飴
劇

'

五
百

副

を
所
有
し

て
S
た
例
が
見
出
さ
れ
れ
て
S
る
O

.*
光
緒
二
十
九
句
歴
馨
が
彼

の
意
圏
す
る
マ
三

7
7
ク

チ
ュ
ナ

製
塩
を
す
る

た
め
に
呂
四
の
場
商
卒
通
源
の
塩
産
を
里
粧
し
滋
時
季
通
辞
竺

二
官
五
十
鉄
剤

を
所
有
し
て
い
た
｡

(
糞
挙
手
九
線
'
賓
集
録
)

芸

寄
蔵
年
が
威
竪
末
年
両
港
遅
塩
促
と
な
つ
で

い
た
時
醜
僻

の
あ

っ
た
住
商

場

の
塩
商
何
重
聾
は
五
官
副
を
所
有
し
て
い
た
.
砂
は
帯
舷
年
か
ら
借
り
た
こ

高
雨
の
た
め
竺

一
首
副
を
輩
常
と
し
て
い
る
O
こ
れ
に
よ
っ
て
威
豊
頃
の

!
副

の
債
倍
が
富
商
ぐ
ら

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る

(
南
港
案
購
砂
存
欝
二
筋
)



Ⅴ

塩

場

組

織
ヤ
ミ
ジ

オ

以
上
の
如
き
生
産
関
係
と
は
即
に
'
私

塩

を
防
止
す
る
た
め
の
行
政

的
な
塩
場
組
織
が
あ
っ
た
.
清
初
は
明
以
乗
の
圏

(又
は
絶
)
の
組
織

を
噌
承
し
た
が
'
藤
正
五
年
に
至
っ
て
新
し
い
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
O

す
な
わ
ち

､

同
竜
中
に
お
い
て
'
数
人
を
選
挙
し
て
竜
頭
と
な
し
て
各
戸
を
分
管

さ
せ
;
文
数
竜
中
に
お
い
て

一
人
を
選
挙
し
て
竃
長
と
な
し
て
各
竃

'
'
頭
を
統
持
さ
せ
る
｡
.各
戸
の
印
牌
は
竃
長

(
こ
れ
を
)
収
蔵
L
t
篭

戸
火
を
起
し
て
煎
塩
す
れ
ば
竜
頭
に
報
明
し
'
篭
長
か
ら
牌
を
額
し

て
層
合
に
懸
け
'
煎
じ
襲
っ
て
火
を
止
め
れ
ば
印
牌
を
篭
長
に
撒
遼

す

る
.
そ
の
竜
頭
は
牌
を
無
し
牌
を
縛
め
た
時
刻
に
照
し
て
･1
薄
紅

登
記
L
t
時
刻
を
按
じ
で
煎
舎
に
赴
き
て
盤
査
L
t
も
し
映
額
が
あ

れ
ば
立
ろ
に
竃
長
と
と
も
に
場
官
に
報
じ
て
査
究
す
る
｡
叉
預
め
印

を
お
し
た
根
葉
聯
票
を
輿
え
て
篭
長
の
と
こ
ろ
に
お
き
'
逐
日
各
戸

の
超
伏
の
時
刻
と
ま
さ
に
得
べ
き
塩
数
を
根
草
に
購
入
し
て
調
査
用

に
保
存
し
二

雇

緯
き
の
印
票
の
前
頁
内
に
篭
戸
の
姓
名
塩
数
を
填

明
し
'
該
篭
戸
に
給
し
て
蓬
塩
入
垣
さ
せ
る
｡

と
S
う
制
度
で
あ
る
O
山
村
民
は
こ
の
竃
を
マ
ニ
ュ
フ
ァ
チ
ュJ
ア
の
作

溺

業
場
と
歯
違
い
L
t
嘉
慶
塩
汝
志
所
載
の
地
牌
に
つ
S
･て
各
塩
場
の
篭

の
数
を
か
ぞ
え
て
S
る
｡
こ
の
文
章
か
ら
も
明
か
な
如
く
'
竜
は
恐
ら

-
十
数
戸
ぐ
ら
い
の
製
塩
業
者
の
集
合
し
た
も
の
で
あ
り
'
明
代
監
附

竃
を
共
同
に
し
挺
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ
う
｡

Ⅵ

港
北
に
お
け
る
生
産
組
織

'

港
北
に
お
い
て
港
南
の
粛
啓
に
あ
た
る
も
の
'
す
な
わ
ち
場
商
の
所

有
し
て
い
る
塩
池
は
本
地
と
呼
び
'
竃
戸
自
ら
の
所
有
す
る
境
地
を
客

池
と
稀
す
る
.
ま
た
准
南
の
製
塩
労
働
者
煎
丁
に
相
嘗
す
る
礎
盤
労
働

者
は
肺

(鷹
)
丁
と
稲
さ
れ
る
｡

鹿

北
改
票
後
二
年
を
へ
た
嘉
光
十
四
年
'
包
世
臣
が
陶
激
に
封
し
て

今
日
菓
塩
の
弊
を
救
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
'-
そ
の
事
は
噸
債
を
平
に
し

て
池
債
を
増
す
に
あ
る
の
祝
.
襲
塩

1
引
'
鏡
糧
経
費
を
こ
れ
に
合

す
る
も
な
卑

1
両
五
鏡
に
及
ば
な
い
O
宜
し
く
池
債
を
し
て
こ
れ
と

相
等
し
か
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
O
叉
佃
田
の
例
に
な
ら
い
池
戸
と
晒

丁
と
を
し
て
各
々
挙
な
ら
し
む
れ
ば
､
晒
丁
は
優
鱗
で
衣
食
足
り
て

ヤ

､､ヽナ卦シ

柴
辱
を
知
り
'
自
ら
禁
壕
冒

し

透

視

す

る
よ
う
に
は
な
ら
歌
い
L
t

モウ
ケ

池
戸
も
塩
帯
引
を
塵
す
れ
ば
歳
々
七
千
五
百
両
の
巌

が

あ
り
'
こ
れ
.

マ
ン

ブ
ク

ま
た
そ
の
心
濠
蜂

さ
せ
る
に
足
る
O
唯
客
池
が
千
数
あ
り
'
さ
草

に
垣
を
設
く
る
も
の
は
百
五
十
三
戸
あ
る
｡
今
も
し
垣
を
立
つ
る
を

禁
革
す
れ
ば
'
客
池
戸
蜂
魔
を
積
ん
で
償
れ
る
の
を
層
つ
カ
太
く
'

29



30､:

票
版
も
ま
た
朝
夕
船
に
駕
L
t
塩
池
を
ま
わ
っ
て
わ
づ
か
づ
つ
塩
を

I,[t(カ

.
故
買
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
客
池
戸
は

身

ら
晒
丁
と
な
る

モ

ウケ

*

か
ら
境
地
の
財
産
は
自
ら

息

が

得
ら
れ
る

｡

宜
し
く
分
数
を
酌
荒
し
'

モ

ウ
ケ

客
池
戸
と
垣
戸
と
を
し

て潤
を

分
ち
平
允
な
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
-

*
客
池
戸
身
鳥
栖
丁
'
地
業
白
鷹
得
息

と
い
っ
て
S
る

(安
呉
四
種
巻
七
'
上
陶
宮
保
育
)O
こ
こ
に
い
う
池
戸
は

本
地
を
有
す
る
場
商
で
優
り
'
垣
を
設
け
て
塩
を
故
買
す
る
も
の
で
'

*

常
時
准
北
で
百
五
十
三

戸
あ
う
た
ら
し
い
O
彼
等
は
境
地
を
所
有
し
晒

丁
に
貸
興
し
て
製
塩
さ
せ
'
安
く
そ
れ
を
故
買
し
て
い
た
の
で
一
包
世

臣
は
地
主
小
作
の
場
合
の
如
く
利
益
を
折
半
さ
せ
る
こ
と
を
提
言
し
て

い
る
の
で
あ
る
O
客
池
戸
は
生
産
者
で
境
地
を
有
す
る
も
の
に
し
て
'

疲
等
は
自
ら
晒
丁
と
な
っ
て

(別

に
晒
丁
を
雇
傭
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う

が
)
製
塩
に
従
事
L
t
生
産
し
た
塩
は
場
商
た
る
池
戸
に
費
却
す
る
｡

も
と
准
北
塩
場
の
例
と
し
て
､
本
地
の
放
塩
は
置
ご
と
に
重
さ
九
十

六
斤
'
債
を
給
す
る
こ
と
六
十
四
文
'
客
池
の
牧
塩
は
壁
ご
と
に
畢

さ
六
十
四
斤
'
債
を
給
す
る
こ
と
九
十
大

女

(安
英
四
種
巻
七
'
客
謝

無
錫
亨
)

と
S
う
よ
う
に
晒
丁
が
池
戸
か
ら
塩
池
を
借
り
て
製
塩
し
た
も
.の
は
九

+
六
斤
皇

ハ
十
四
文
で
買
上
げ
'
境
地
を
所
有
す
る
生
産
者
即
ち
客
池

戸
の
魔
竺

ハ十

四
斤
を
九
十
六
文
で
買
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
塩
池

を
借
わ
て
製
革
す
る
晒
丁
の
場
合
は
'
塩
池
を
所
有
す
る
客
池
戸
の
場

合
の
半
額
以
下
の
盤
債
で
牧
質
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
管
は
港
南
の
桶

に
あ
た
る
塩
を
は
か
る
竹
製
の
容
器
で
あ
る
｡
こ
.の
値
段
が
池
債
で
透

る
｡

I

*
｢港
北
は
三
場
と
い
う
け
れ
ど
も
､
中
正
､
臨
興
は
こ
れ
を
合
し
て
や
つ
と

枚
浦
の
四
分
の
一
に
嘗
る
0
枚
浦
の
居
民
は
二
千
戸
に
及
ば
ず
し
て
大
小
の
境

南
首
数
十
家
'
其
の
菓
遠
尊
者
は
官
僚
年
'
屠
民
の
上
の
者
は
そ
の
夢
と
な

り
'
下
の
者
は
そ
の
斬
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
七
八
割
で
あ
る
｣

(安
英
四
種

巻
七
'
上
陶
宮
俸
書
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
場
商
の
大
部
分
は
板
浦
に

い
た
こ
と
が
分
る
O
ま
た
境
南
の
塩
池
を
所
有
す
る
こ
と
は
清
初
か
ら
で
あ
る

ら
し
い
｡

′

ま
た
年
額

一
帯
引
の
産
塩
能
力
あ
る
塩
池
を
有
す
る
こ
と
は
恐
ら
く

中
等
の
場
商
で
'
こ
れ
は
准
南
で
S
え
ば
煎
篭
約
二
百
を
所
有
す
る
も

の
に
常
る
･
.
こ
れ
ら
か
ら
港
北
場
商
の
規
模
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
.

る
O
吏
た

た
だ
各
場
篭
戸
は
と
も
に
貧
民
に
廃
し
､
嵯
掃
,b
亦
工
本
あ
Jb
P
平

タ
ク
ワ
エ

･
時
得
る
所
の
私
憤
は
手
に
入
れ
ば
す
ぐ
庸
S
全
然
苦

痛

が
な
い
.
だ

か
ら
交
冬
ご
と
に
池
丁
を
し
て
必
ず
鎮
文
を
か
し
輿
え
さ
せ
て
衣
食

の
姿
と
さ
せ
'
乗
付
と
名
づ
け
'
年
を
へ
る
こ
と
す
で
に
久
し
い
｡
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(遣
光
十
七
年
十
月
海
州
分
司
童
淵
薬
､
港
北
事
塩
志
略
巻
四
六
)

t

と
い
わ
れ
る
如
く
池
丁
即
ち
池
戸
た
る
場
商
は
竃
戸

(晒
丁
を
指
す
の

で
あ
る
)
に
製
塩
の
行
え
な
S
冬
期
に
乗
付
と
呼
ば
れ
る
貸
付
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
る
｡

･盲
た
港
北
に
は
港
南
の
如
き
竜
頭
竃
長
に
よ
る
火
伏
の
制
度
が
な
か

っ
た
の
は
雷
番
で
あ
る
q
そ
の
か
わ
わ
に
場
商
が
掌
管
な
る
も
の
を
傭

*

い
嘱
蹄
の
督
薬
を
行
わ
せ
た
O

*
｢
ま
た
港
北
各
坪
の
夢
管
は
猶
お
涯
南
各
寵
の
頭
長
の
如
き
も
の
､で
あ
っ
て
t,,

名
は
異
る
が
資
質
は
同
じ
で
あ
る
.
頭
長
は
専
ら
火
供
を
司
り
'
掌
管
は
療
帯

を
督
察
し
'
均
し
-
透
私
を
籍
査
す
る
責
任
を
有
し
て
い
る
｡
港
南
の
頭
長
は

さ
考
に
場
員
に
よ
っ
て
選
充
さ
れ
た
が
'
港
北
の
掌
管
は
み
な
垣
商
が
自
ら
招

募
し
た
も
の
で
'
す
で
に
在
官
の
人
役
で
は
な

い
-
-
｣

(光
緒
四
年
四
月
'
萩
蒋
場
大
使
林
之
苗
等
菓
'

光
緒
繭
准
塩
法
志
巻
三
〇
)

.i,

.

四

結

語

以
上
不
充
分
な
が
ら
雨
粒
塩
場
に
お
汐
る
巷
産
組
織
を
の
べ
た
の
で

あ
る
が
こ

れ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
｡

塩
の
直
接
生
産
者
た
る
篭
戸
は
'
明
代
に
お
S
て
す
で
に
階
級
分
化

を
と
げ
'

7
方
に
は
僅
か
な
が
ら
旦
雇
傭
努
働
を
使
用
す
る
富
竃
が
'

1
方
に
は
生
産
手
段
を
喪
失
し
た
製
塩
努
働
者
た

る
煎
丁
が
析
思

さ

れ
'
明
末
に
至
っ
て
丁
塩
が
折
銀
さ
れ
且
境
南
の
放
塩
制
度
が
確
立
す

る
や
､
従
卒
す
で
に
幾
何
か
の
程
慶
に
存
在
し
て
い
ね
と
想
像
さ
れ
る

境
南
の
生
産
手
段
所
有
或
は
生
産
者
へ
の
貸
付
に
よ
る
問
屋
制
的
生
産

組
織
が
牽
展
す
る
.U
と
に
な
っ
た
｡

清
は
こ
れ
を
う
け
t.
放
塩
の
特
槽
を
有
す
る
場
商
に
よ
る
問
屋
制
が

漸
次
沓
展
L
t
特
に
乾
隆
以
後
加
速
度
的
に
進
展
し
て
'
清
末
に
至
っ

て
は
涯
南
港
北
共
に
問
屋
制
が
製
盤
の
中
心
的
組
織
と
な

る
に
至

っ

た
｡直

積
生
産
者
の
う
ち
無
産
の
煎
丁
は
場
商
の
生
産
手
段
を
借
り
'
完

全
に
ま
た
は
幾
分
な
り
と
も
生
産
手
段
を
有
す
る
竃
戸
も
多
く
は
場
商

か
ら
の
貸
付
を
受
け
'
こ
れ
北
よ
っ
て
場
商
に
支
配
さ
れ
'
安
い
塩
債

と
引
か
え
に
塩
を
場
商
に
捷
供
せ
ね
ば
な
ら
挙
が
っ
た
.
生
産
手
段
私

有
す
る
港
南
の
竃
戸
や
港
北
の
客
池
戸
も
製
塩
努
働
者
煎
丁
晒
丁
を
雇

傭
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
が
'
彼
等
は
燭
占
問
屋
商
人
た
る
場
商
に
利
潤

を
吸
放
さ
れ
て
そ
の
生
産
規
模
を
蹟
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
｡

か
か
る
製
塩
組
織
へ
わ
新
し
い
生
産
組
織
の
導
入
は
'
光
緒
二
十
九

年
に
張
春
に
よ
っ
て
呂
四
場
に
創
建
さ
れ

た
同
仁
泰
公
司
に
お
い
て
行

わ
れ
た
二
十
五
名
を
使
用
す
る
衆
煎
な
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
㌧
ア
を
最

初
と
す
畠
｡
し
か
し
か
か
る
組
織
も
香
乗
の
問
屋
制
的
組
織
に
執
着
す

る
場
商
の
反
封
を
受
け
畿
展
す
る
こ
と
は
艮
釆
な
か
っ
た
o
新
し
い
豪

産
は
清
末
港
北
に
開
設
さ
れ
た
済
南
場
に
お
い
て
菅
現
さ
れ
た
O
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
稀
を
改
め
て
述
べ
た
S
o

(
完

五
〇
t

lt
二
四
稀
)
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