
y石

ま
れ
て
殆
ん
ど
未
整
理
の
飲
態
に
置
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
私
共

は
周
く
知
っ
て
み
る
。
康
煕
賓
録
の
凡
例
一
條
に
は
、
奏
書
、

詔
勅
、
上
論
は
全
録
す
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
果
し
て
事
賓
だ

ら
う
か
。
私
は
乾
隆
賓
録
凡
例
一
條
に
「
欽
定
各
種
書
籍
皆
書
」

と
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
脆
漏
す
る
も
の
Ｘ
二
三
な
ら
す
あ
る

に
気
付
い
た
。

　

だ
が
然
し
、
矢
張
り
こ
の
霞
録
が
清
朝
史
研
究
の
根
幹
で
あ

る
こ
と
に
些
さ
か
の
揺
ぎ
も
な
い
で
あ
ら
う
。
清
朝
霞
録
の
抄

録
で
し
か
な
い
東
華
録
が
断
然
清
朝
史
研
究
の
主
流
を
占
め
来

た
っ
た
否
み
得
な
い
事
賓
は
、
今
新
た
に
清
朝
賓
録
が
一
大
主

流
を
形
成
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
る
に
他
な
ら
な

い
。
賓
録
の
に
よ
る
研
究
の
必
要
を
痛
感
し
乍
ら
も
、
そ
れ
が

全
く
特
殊
な
場
所
に
蔵
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
故
障
の
故

に
、
北
京
、
奉
天
在
住
の
學
者
す
ら
、
恂
東
華
録
の
使
用
を
以

て
浦
足
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
現
在
迄
の
状
態
で
あ

る
。
景
印
賓
録
の
刊
行
普
及
は
清
朝
史
研
究
の
一
大
躍
進
を
約

束
す
る
も
の
だ
。
私
共
は
心
か
ら
こ
の
康
徳
東
華
録
の
出
現
を

悦
び
あ
は
う
。
（
今
西
春
秋
）

史

　

學

　

論

　

叢

　
　

Ｉ
京
城
帝
國
大
學
文
學
會
論
纂

　

第
七
輯
―

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
三
年
三
月
発
行
、
菊
版

　
　
　
　
　
　
　
　

五
二
Ｉ
頁

　

價
三
圓
八
十
銭

　

京
城
帝
大
法
文
學
部
に
於
け
る
諸
教
授
の
た
ゆ
ま
ざ
る
研
鐙

の
結
晶
と
し
て
、
今
年
も
亦
我
々
は
こ
の
論
集
を
手
に
す
る
こ

と
を
得
た
。
執
筆
者
諸
氏
の
溌
渕
た
る
意
気
に
對
し
て
先
づ
敬

意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
内
容
は

　
　
　

朝
鮮
褒
見
の
明
刀
鎖
と
其
逡
蹟

　
　
　
　
　

藤

　

田

　

亮

　

策

　
　
　

新
羅
上
古
世
系
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末

　

松

　

保

　

和

　
　
　

鸚
頴
鴇
李
月
汀
と
金
院
堂

　
　
　
　
　

藤

　

塚

　
　
　

彫

　
　
　

三
階
某
卵
師
行
状
始
末
に
就
い
て

　
　
　
　

大

　

谷

　

勝

　

銚

　
　
　

潮
海
東
京
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息

　

山

　

喜

　

一

　
　
　

末
代
水
利
田
の
一
特
異
相

　
　
　
　
　
　
　

玉

　

井

　

是

　

博

　
　
　

ベ
ル
ギ
ー
國
中
立
制
定
の
史
的
考
察
（
一
八
三
〇
－
三
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金

　

子

　

光

　

介

の
七
篇
よ
り
成
つ
て
ゐ
る
。
左
に
簡
輩
に
紹
介
を
試
み
よ
う
。

　

『
朝
鮮
我
見
の
明
刀
銭
と
其
遺
蹟
』

　

近
時
朝
鮮
清
川
江
、
大
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同
江
及
び
鴨
線
江
の
上
流
地
方
印
ち
平
安
南
北
道
奥
地
の
山
間

　
　

よ
り
夥
し
く
腿
見
せ
ら
れ
た
明
刀
銭
に
開
す
る
精
密
な
報
告
で
、

　
　

挿
入
の
圖
版
も
二
十
五
の
多
き
に
上
っ
て
ゐ
る
。
特
に
吾
人
の

　
　

興
味
を
惹
く
の
は
、
「
明
刀
銭
の
地
理
的
分
布
」
な
る
最
後
の
Ｉ

　
　

章
で
、
明
刀
銭
の
支
那
に
於
け
る
我
見
の
場
處
が
す
べ
て
戦
國

　
　

の
燕
國
内
に
湯
し
、
叉
燕
に
最
も
近
く
或
は
其
唱
領
た
り
し
か

　
　

と
思
は
れ
る
遼
東
、
熱
河
等
に
も
多
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
燕
の

　
　

貨
幣
と
推
定
す
る
先
輩
の
説
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
、

　
　

史
記
始
皇
本
紀
・
太
史
公
自
序
・
朝
鮮
傅
二
二
國
志
魏
志
韓
傅

　
　

所
引
魏
略
等
の
記
載
に
よ
っ
て
燕
の
東
方
に
對
す
る
開
係
を
窺

　
　

ひ
、
燕
が
遼
東
を
服
属
し
、
員
番
朝
鮮
等
の
地
を
も
勢
力
範
園

　
　

と
な
し
、
略
々
漑
水
印
ち
鴨
絡
江
を
以
て
境
界
と
な
し
て
ゐ
た

　
　

こ
と
を
推
定
し
、
燕
人
が
戦
國
末
の
動
気
に
引
続
き
秦
の
燕
趙

　
　

討
滅
、
洗
初
の
瓊
動
等
に
よ
っ
て
東
方
に
移
動
し
た
事
賓
を
考

　
　

ふ
れ
ば
、
北
支
、
熱
河
、
遼
東
よ
り
朝
鮮
北
部
に
か
け
て
の
明

　
　

刀
銭
の
分
布
は
極
め
て
よ
く
了
解
出
来
る
と
い
ひ
、
朝
鮮
に
於

　
　

て
明
刀
鏡
が
清
川
、
大
同
、
鴨
線
三
大
河
口
地
方
に
は
我
見
せ

　
　

ら
れ
ず
、
か
へ
っ
て
上
中
流
地
方
に
襲
見
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事

　
　

賓
の
解
程
に
賃
し
て
ゐ
る
。

　

『
新
羅
上
古
世
系
旁
二

　

本
篇
に
於
て
取
扱
ふ
上
古
と
は
三
國

遺
事
に
所
謂
上
古
、
即
ち
始
祖
よ
り
智
澄
王
に
至
る
二
十
二
代

五
百
七
十
年
の
こ
と
で
、
こ
の
上
古
に
開
す
る
所
傅
、
記
載
の

再
喩
討
が
著
者
の
目
的
で
あ
る
。
新
羅
上
古
の
二
十
二
王
の
姓

は
、
朴
、
昔
、
金
三
姓
で
、
王
位
は
大
腰
朴
氏
よ
り
昔
氏
へ
、

昔
氏
よ
り
金
氏
へ
移
り
、
王
代
数
の
割
富
は
七
、
八
、
七
と
な

る
。
然
る
に
こ
の
三
姓
の
始
祖
傅
次
を
、
出
自
０
形
式
、
出
自
・

世
生
の
場
處
等
に
就
て
比
較
す
る
と
、
朴
、
金
二
氏
は
相
通
じ

た
も
の
を
も
ち
、
昔
氏
の
そ
れ
の
み
が
や
Ｘ
對
立
的
な
特
色
を

も
っ
。
即
ち
三
姓
始
祖
の
傅
説
の
内
容
は
、
三
元
的
で
た
く
二

元
的
で
あ
る
。
が
こ
の
三
始
岨
傅
説
を
通
じ
た
特
色
は
、
新
１
　

の
王
は
決
し
て
第
一
次
的
な
存
在
で
な
く
、
初
め
に
六
部
の
長

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
王
は
見
出
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、

三
姓
の
王
よ
り
も
六
部
の
方
が
よ
り
根
原
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
で
は
こ
の
三
姓
交
立
は
、
如
何
解
憚
す
ぺ
き
か
と

い
ふ
に
、
金
氏
の
王
位
の
確
立
し
た
中
古
に
於
け
る
新
羅
の
貴

族
制
た
る
六
部
が
こ
の
傅
説
の
基
礎
的
事
賓
で
あ
る
と
推
測
す

る
。
そ
れ
は
新
羅
の
王
位
は
六
村
六
部
に
先
行
し
な
い
と
い

ふ
、
上
古
を
構
成
す
る
主
な
る
内
容
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
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る
。
六
部
の
六
と
い
ふ
数
字
の
基
本
的
観
念
は
三
で
あ
る
。
金

氏
の
王
位
の
確
立
し
た
中
古
の
時
代
は
、
王
位
を
主
と
し
て
見

れ
ば
金
氏
一
元
的
の
時
代
で
あ
る
が
、
絵
會
的
組
織
か
ら
い
へ

ば
六
部
の
貴
族
制
時
代
で
あ
る
。
こ
の
一
元
的
王
位
と
六
部
Ｏ

貴
族
制
と
の
開
聯
を
合
理
化
す
る
焉
め
に
、
金
氏
を
含
め
た
三

姓
の
王
系
を
４
　
　
間
に
仮
設
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
古

の
世
系
と
し
て
三
姓
を
設
け
た
の
は
現
官
の
新
羅
國
、
現
賓
の

新
羅
絵
會
の
前
相
を
描
か
ん
が
篤
め
の
方
法
で
あ
ら
う
。
金
氏

は
中
古
の
王
族
の
表
徴
、
朴
氏
は
中
古
の
王
妃
族
の
そ
れ
、
昔

氏
は
、
金
、
朴
以
外
の
も
の
、
金
、
朴
二
氏
に
對
立
す
る
も

の
、
井
び
に
そ
れ
に
附
隨
す
る
諸
々
の
傅
説
を
總
合
し
た
表
徴

で
、
三
の
数
を
充
す
た
め
に
金
、
朴
二
氏
に
加
へ
ら
れ
た
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
姓
は
姓
の
要
素
に
よ
つ
て
つ
な
が
れ
る

六
姓
の
前
相
と
す
る
よ
り
も
、
六
に
對
す
る
三
と
い
ふ
全
く
数

学
上
、
観
念
上
の
所
産
と
し
て
考
へ
る
の
が
爰
富
で
あ
ら
う

と
、
明
快
な
断
定
を
輿
へ
た
。

　

次
に
二
十
二
王
の
名
の
意
義
を
逐
次
考
究
し
た
結
果
、
太
陽

の
属
性
に
薪
す
る
光
、
明
、
照
と
い
ふ
意
味
を
示
す
も
の
が
特

把
目
立
つ
が
、
こ
れ
は
最
も
あ
り
得
る
名
が
あ
る
と
い
ふ
忙
止

ま
り
、
二
十
二
王
の
名
に
は
古
さ
よ
り
も
む
し
ろ
新
し
さ
を
認

め
る
と
い
ひ
、
更
に
二
１
　
二
王
の
１
　
縁
、
親
縁
開
係
を
追
求
し

て
、
そ
こ
に
王
母
、
王
妃
の
名
前
の
み
な
ら
す
、
そ
の
出
自
が

数
多
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
し
、
叉
そ
こ
に
あ
ら
は
れ

る
多
く
の
女
性
の
名
の
一
致
と
、
ま
た
一
部
王
名
と
共
通
せ
る

も
の
ｘ
あ
る
を
認
め
、
こ
れ
は
傅
説
の
素
材
の
軍
一
と
貧
弱
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
。
そ
れ
を
種
々

に
書
き
あ
ら
は
し
て
王
妃
、
王
母
、
王
父
、
王
妃
の
父
、
王
母

の
父
を
傅
へ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
。
は
、
新
羅
王
の
身
分
に
つ

い
て
、
そ
の
母
、
そ
の
妃
及
び
そ
れ
ら
の
出
自
が
甚
だ
注
意
さ

れ
た
中
古
以
降
の
歴
史
事
賓
の
反
映
で
は
あ
る
ま
い
か
と
推
測

し
て
ゐ
る
。
著
者
は
更
に
進
ん
で
王
位
の
植
承
を
し
ら
ぺ
、
そ

こ
に
女
婿
開
係
に
よ
る
橿
承
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
女
系
的
か
ら

男
系
的
へ
の
過
渡
期
の
植
承
を
構
成
す
る
に
最
も
自
然
な
手
法

で
あ
る
と
な
し
、
最
後
に
、
詮
説
と
し
て
始
肌
廟
、
ま
た
始
阻

降
誕
地
に
建
て
ら
れ
た
９
　
宮
の
傅
説
を
考
へ
、
始
祖
は
そ
の
名

よ
り
・
し
て
女
性
と
見
ら
れ
る
が
、
始
１
　
傅
説
で
は
男
性
と
な
っ

て
ゐ
る
の
は
、
男
系
的
世
系
の
構
成
時
に
営
っ
て
女
性
始
肌
を

男
性
始
肌
の
妃
と
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
し
た
。
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ﾀﾞ了ひ

　

要
之
、
新
羅
上
古
心
世
系
は
、
そ
れ
を
組
立
て
る
部
分
的
要

素
の
古
さ
は
認
め
ら
れ
る
が
、
組
立
て
の
手
法
は
極
め
て
新
し

く
中
古
以
降
の
歴
史
事
皆
が
借
り
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
新
羅
開

國
の
傅
説
は
、
新
羅
生
成
で
た
く
、
新
羅
王
出
現
の
傅
誕
で
あ

る
。
従
っ
て
各
始
祖
は
常
に
何
者
か
に
よ
っ
て
見
出
ｙ
れ
る
と

い
ふ
受
身
の
立
場
に
置
か
れ
、
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
新
羅
國
成
立
の
歴
史
が
導
い
た
極
め
て
自
然
の
結
果
で
あ

り
、
そ
こ
に
牛
島
に
於
け
る
漢
民
族
の
政
治
の
影
響
が
指
摘
し

得
ら
れ
る
と
な
し
て
ゐ
る
。
著
者
の
細
心
に
し
て
且
大
胆
た
る

論
述
の
態
度
こ
そ
は
、
か
Ｘ
る
種
類
の
問
題
を
取
扱
ふ
も
の
ｘ

範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　

『
三
階
某
禅
師
行
状
始
末
に
就
い
こ

　

ペ
リ
オ
氏
蒐
凛
敦
煌

文
書
の
Ｉ
と
し
て
巴
里
國
立
圖
１
　
営
古
文
書
室
に
収
截
せ
ら
れ
、

同
室
の
敦
煌
蒐
集
古
文
書
目
録
に
は
法
琳
別
傅
に
類
す
る
も
の

と
し
て
目
録
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
を
、
著
者
は
之
を
法
琳
法
師
別

傅
と
は
仝
然
異
る
も
の
で
、
三
階
教
開
係
の
文
書
で
あ
る
こ
と

を
識
別
し
、
寫
翼
三
葉
に
よ
っ
て
そ
の
醒
裁
を
示
し
、
こ
れ
が

１
　
文
を
醗
表
紹
介
し
た
も
の
で
、
著
者
が
之
を
三
階
教
開
係
の

も
の
と
見
な
す
に
至
っ
た
理
由
、
こ
の
文
書
に
あ
ら
は
れ
る
某

律
師
心
行
状
に
就
い
て
も
論
及
し
て
み
る
。
學
界
に
新
し
き
資

料
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
功
を
多
と
し
な
け
れ
ば
た

ら
た
い
。

　

『
潮
海
東
京
考
』

　

従
来
問
題
と
な
っ
て
ゐ
た
潮
海
東
京
龍
原

府
の
位
置
を
推
測
し
て
間
島
省
旅
春
頴
の
古
土
城
（
牛
拉
城
、

八
島
城
、
八
連
城
）
に
之
を
擬
し
、
そ
の
土
城
か
ら
の
晋
掘
品

に
よ
っ
て
立
説
の
鐙
左
と
し
た
も
の
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、

洒
海
五
京
設
置
の
時
期
、
五
京
設
定
の
思
想
的
根
抹
に
就
て
述

べ
、
東
京
龍
原
府
を
始
め
他
の
四
京
の
位
置
に
開
す
る
諸
説
を

學
げ
て
居
り
、
恰
も
東
京
の
位
置
比
定
を
中
心
と
す
る
潮
海
史

研
究
の
同
顧
と
い
っ
た
形
を
な
し
て
居
り
、
軽
妙
な
る
筆
致
は

讃
者
を
し
て
倦
む
こ
と
を
知
ら
し
め
な
い
。
文
献
の
上
よ
り
す

る
も
、
叉
遺
蹟
遺
物
の
上
か
ら
見
る
も
、
著
者
の
推
定
は
安
富

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　

『
宋
代
水
利
田
の
一
特
異
相
』

　

宋
代
、
水
利
田
の
一
種
と
し

て
東
南
地
方
に
出
現
し
て
重
大
な
趾
會
問
題
を
惹
起
し
た
園
田
、

坪
田
、
湖
田
、
沙
田
、
萱
場
等
に
開
す
る
詳
密
な
研
究
で
あ
る
。

園
田
は
浙
回
路
に
、
坪
田
は
江
東
路
淮
回
路
に
、
湖
田
は
浙
東

路
に
、
沙
田
、
蘆
場
は
浙
西
路
淮
東
路
に
存
在
し
た
が
、
そ
の

78-
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構
造
は
大
同
小
異
で
、
何
れ
も
堤
岸
の
類
を
以
て
水
逡
の
湯
地

を
園
ん
で
内
を
田
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は

北
宋
の
翼
宗
、
仁
宗
頃
か
ら
創
め
ら
れ
た
も
の
’
も
あ
る
が
、
そ

の
多
く
は
徽
宗
の
世
か
ら
盛
ん
に
設
置
を
見
る
に
至
り
、
南
宋

に
入
っ
て
益
々
流
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
性
質
上
官
有
地
た
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
屡
々
豪
家
及
び
寺
観
に
よ
っ
て
非
法
侵
占

さ
れ
て
私
有
地
と
な
り
、
或
は
官
よ
り
之
を
出
費
し
て
私
有
地

と
さ
れ
ご

豪
家
や
寺
観
に
よ
っ
て
農
併
さ
れ
た
。
叉
園
田
や
坪
田
や
湖
田

に
は
屡
々
荘
園
が
設
置
せ
ら
れ
、
管
荘
、
監
荘
を
置
い
て
之
が

管
理
に
富
ら
し
め
た
。
こ
れ
ら
が
豪
家
や
寺
観
に
よ
っ
て
装
併

せ
ら
れ
た
結
果
江
湖
肢
塘
の
水
利
は
狽
占
せ
ら
れ
、
民
田
は
水

草
の
災
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
害
が
社
會
問
題
と

し
て
取
扱
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
は
、
大
服
に
於

て
園
田
及
び
湖
田
に
對
し
て
は
開
掘
を
命
じ
た
が
、
坪
田
に
對

し
て
は
有
害
の
も
の
ｘ
み
開
掘
又
は
改
正
を
命
じ
、
沙
田
蘆
場

に
對
し
て
は
軍
に
納
租
を
命
す
る
に
止
め
た
。
し
か
し
こ
の
取

締
は
充
分
に
徹
底
す
べ
き
も
の
で
は
た
か
っ
た
こ
と
を
説
く
。

こ
の
問
題
に
開
し
て
は
、
さ
き
に
周
藤
吉
之
學
士
が
「
宋
元
時

代
の
佃
戸
に
就
い
て
」
（
史
學
雑
誌
四
四
、
一
〇
・
一
こ
に
於
て
一

庶
論
述
し
て
ゐ
る
が
、
著
者
は
之
を
補
ひ
っ
Ｘ
、
難
解
な
宋
會

要
や
文
集
の
類
を
縦
横
に
援
用
し
て
堅
資
な
論
歩
を
進
め
て
ゐ

る
。
著
者
自
身
も
い
っ
て
ゐ
る
如
く
、
本
篇
に
は
こ
の
種
の
水

利
田
が
宋
代
に
至
っ
て
俄
か
に
硬
達
し
た
原
因
に
就
て
論
じ
て

居
な
い
。
私
は
金
の
座
迫
を
被
っ
て
宋
が
淮
水
以
南
に
退
却
せ

る
以
後
は
、
人
口
の
堵
加
や
財
政
の
窮
迫
に
よ
っ
て
荒
地
開
拓

の
要
に
迫
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
見

出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
著
者
の
推
測
に
左
祖
し
、
著
者
が

　
　
　

一

か
_
>
f
る
方
面
に
開
し
て
精
緻
な
る
論
考
を
も
の
せ
ら
れ
、
未
開

　
　

7
9

拓
の
舷
態
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
南
宋
時
代
の
祀
音
経
済
史
研
究
の

　
　
　

一

分
野
に
来
紹
を
下
さ
れ
ん
事
を
望
む
も
の
で
あ
る
（
外
山
軍
治
）

　
　
　
　
　

歴
代
名
書
記

　

小
野
勝
年
評
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
波
文
庫
版

　

三
九
二
頁

　

價
六
十
銭

　

東
洋
史
専
攻
小
野
勝
年
君
の
手
で
張
彦
遠
撰
歴
代
名
書
記
の

邦
謬
が
、
岩
波
文
庫
版
と
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
最
近

の
學
界
欣
事
で
あ
る
。
歴
代
名
書
記
は
晩
唐
音
昌
年
間
に
書
か

れ
た
も
の
で
、
支
那
檜
書
史
研
究
の
も
っ
と
も
貴
重
な
文
献
で

あ
り
、
こ
の
書
に
次
い
で
宋
の
郭
若
虚
の
圖
登
見
聞
誌
、
鄙
椿


