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三
重
茶
の
経
済
地
理
撃
的
研
究

醇

田

秀

那

緒

常

茶
は
砂
糖

･
煙

草
な
ど
と
北
に
噛
好
紳
原
料
Jj
L

で韮
婁
な
=:H
産
物
で
あ
る
｡
何
れ
も
熱
帯
'
亀
背
に
通
す
る
植

物
で
あ
っ
て
､
う
ち
で
79
茶
樹
の
み
は
多
年
蕪
の
溝
木
で
式
十
年
､
八
十
年
長

さ
は
二
百
年
以
上
の
長
期
間
は
互
つ

で
摘
韮
す
る
こ
と
が
用
水
.
南
淡
製
茶
業
は
農
家
の
副
業
と
し
王
制
塩
の
高

い
両
の
多

い
排
水
良
好
夜
地
方
に
行
は

れ

でゐ
る
｡

我
が
周
に
あ
つ

ては
明
治
維
新
以
前
打
鮭
酒
単
位
の
小
域
は
限
定
さ
れ
て
ゐ
ね
時
代
に
は
製
茶
業
は
そ

の
一
地
方
の
需
要
を
充
た
す
に
止
っ
て
ゐ
LJ
が
､
維
新
以
凍
交
通
概
観
の
凝
連
と
､
外
囲
と
の
通
商
貿
易
が
開
か
れ

る
ほ
及
ん
で
経
済
匿
域
は
忠
に
横
大
ruれ
､
園
内
は
79
と
よ
-
来
園

･.
R
ナ
ダ
ほ
ま
で
輸
出
さ
れ
る
や
う
ほ
を
-
､

斯
業
は
俄
に
隆
盛
は
赴

き
従
塞
茶
と

い
へ
ば
宇
治
茶
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
戚
が
あ
つ
た
が
､
三
韮

･
静
岡
に
放
け
ふ
教

蓮
は
日
優
し
-
造
か
に
宇
治
茶
を
凌
溺
す
る
に
至
っ
た
｡
今
や
貿
易
農
産
物
と
し
て
主
要
夜
地
位
を
占
め
て
ゐ
甘
｡

三
重
部
に
G
rけ
る
茶
嚢
発
達
の
階
梯

三
脆
茄
の
総
研
仙

北
塀的
研
究
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怨

筋

四
舵

二
脚

O

二

茶
が
三
重
脈
は
移
植
rbれ
ね
の
は
何
時
の
頃
か
確
か
で
な

い
.
我
が
問
に
初
め
で
移
植
n
れ
ね
の
は
七
枚
鳥
羽
天

蓋
の
御
代
で
あ
る
｡
そ
の
頃

(
文
治
三
年
四
月
)
何
県
酉
は
栗
に
留
撃
し
建
久
二
年
蹄
剛
に
際
し
､
支
那
江
南
の
地

か
ら
茶
の
種
子
を
携

へ
凍
み
､
PJ
れ
を
筑
前
囲
脊
振
山
は
播
礁
し
た
｡
常
時
高
群
は
発
西
か
ら
種
子
を
誼
み
受
け
'

伊
賀
の
入
鳥
､
伊
勢
の
川
上
そ
の
他
は
播
種
し
た
｡
乙
机
が
三
蒐
堀
に
移
植

n
れ
ね
始
め
で
あ
る
｡

●
●

●
●

八
点
は
服
部
川
上
純
服
部

一
仰

の
地
､
川
上
は
櫛
山
川
の
上
紙
'
今
の
l
諒
部
川
上
及
び
倣
南
郷
川
鱒
村
附
虻
で
あ
る
｡

か
-
し
て
茶
樹
は
栽
培
さ
れ
る
や
う
に
な

っ
た
が
'
初
期
は
あ
つ

ては
主
と
し
て
薬
用
に
利
用
ru紅
､

一
般
化
す

る
ま
で
ほ
は
室
ら
夜
か
っ
た
.
そ
の
後
準
や
年
間
に
栽
培
法
並
び
は
製
法
は
改
善
せ
ら
れ
'
大

い
に
隆
昌
に
赴

い
た

け
れ
ど
も
､
そ
の
供
給
は
お
も
は
伊
勢

一
周
に
限
ら
れ
て
ゐ
ね
｡
安
政
六
年
横
厳
の
開
港
以
裾
線
茶
の
米
閉

･
カ
ナ

ダ
進
出
と
共
に
急
に
敬
達
し
'
術
水
塊
多
の
慶
速
を
総

て今
日
は
至
っ
た
｡

激

増

面

積

栽
培
面
積
は
年
は
よ
わ
多
少
の
噂
減
は
免
れ
を

い
が
'
近
年
は

一
般
に
漸
減
の
傾
向

む
辿
っ
て
ゐ
る
｡
乙
は
我
が

問
の

一
般
的
傾
向
で
あ
っ
て
､

1
つ
に
農
家
揮
酒
の
如
何
に
基
因
す
る
79
の
と
佃
せ
ら
れ
る
O
三
雄
層
に
胎
て
も
同

じ
-
減
少
し
っ
＼
あ
る
｡

金
閣
並
び
に
三
旅
順
に
於
け
る
茶
畑
将
減
を
左
に
掲
げ
る
｡

(竺

未
)

木
表
に
ょ
る
ほ
､
三
窮
膳
に
放
け
る
茶
畑
の
樹
減
は
､
明
治
三
十

一
年
か
ら
同
三
十
五
年
は
至
る
五
ヶ
年
の
平
均

は
三
'
三
八
四
町
歩
で
あ
っ
た
が
､
二
十
年
後
の
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
二
年
は
至
る
五
ヶ
年
の
平
均
面
苗
は
約
草

城
し

て
二

八
六
五
町
歩
と
在
っ
た
｡
そ
の
後
79
相
接
減
少
し
っ
!
あ
る
｡
乙
は
如
何
な
る
原
因
に
基
-
も
の
で
あ
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樹
は

一
般
は
基
闇
的
攻
允
は
畑
な
ど
の
畦
畔
に
栽
培
さ
れ
る
か
:I

の
で
あ
る
｡
即
ち
内
田
教
授
の
所
謂
基
鵜
的
ま
た
は
分
相
的
銀
座
地

域

rJ
れ
で
あ
る
｡
近
年
の
加
-
農
村
券
カ
に
不
足
哲
雄
た
し
､
鼻
銀

の
聡
史
せ
る
時
代
に
於
て
は
､
摘
基
に
機
械
鉄
の
利
用
が
漸
次
旺
盛

と
を
-,h
､
そ
れ
に
適
す
る
集
積
的
珪
産
地
域
が
農
家
綬
沸
上
最
も
有

利
で
あ
る
乙
と
は
論
を
侯
覆

い
｡
こ
れ
に
反
し
畦
畔
に
栽
培
せ
ら
れ

る
分
積
的
生
産
地
域
の
茶
樹
は
､
を
の
摘
基
に
多
大
の
費
用
と
時
間

と
を
要
し
､
機
械
製
茶
と
し
て
原
料
を

一
時
に
多
-
供
給
し
得
ず
'

且
つ
晶
質
の
統

一
が
囲

難
攻
た
め
そ
の
栽
培
面

精
の
減
少
は
ま
た
止
む
を
程
在

い
｡
大
正
八
年
か
ら
昭
和
五
年
に
至
る

基
積
的
､
分
精
的
錐
崖
地
域
の
面
積
の
樹
減
堅

ホ
す
と
雛
二
束
の
接
で

あ
る
｡

第
二
衣
ほ
て
明
か
成
る
が
如
-
.
最
近
十
二
年
間
に
於
け
る
栽
培
面

積
の
減
少
は
'
集
積
的
生
産
地
域
に
於
三

二
宵
五
十
町
歩
.
年
平
均
減

少
約
三
十
町
歩
夜
る
ほ
反
し
､
分
積
的
生
産
地
域
は
そ
の
減
少
率
大
き

三

流
茄
の
紳
桝
地
別
解
的
研
究
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刑

ぐ
同
年
間
に
四
百
五
十
二
町
空

車
平
均
減
少
四
十
町
歩
に
連
し
そ
の
率
の
大
な
る
は
驚
-
次
第
で
あ
る
｡
か
-

一

般
的
傾
向
と
し
て
分
積
的
､
基
精
的
地
域
も
減
少
し
っ
ゝ
あ
る
こ
と
は
､
経
済
上
の
事
情
は
基
-
と
は
い
ふ
も
の
の

悪
心
す
べ

き
現
象
で
あ
る
｡
乙
rJ
は
於
で
か
噸
皆
帰
着
は
僅
か
な
が
ら
も
茶
園
の
新
設
は
対
し
(
昭
和
四
年
度
か
ら
)

膿
働
金
を
父
附
す
る
こ
と
と
夜
つ
ね
か
ら
､
今
後
は
多
少
な
ら
と
,P
漸
櫓
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
｡
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唐

か
ざ
る
蒜

な

い
｡
菜

盟

粕
豊

北
も
蒜

で
あ
｡
,
信
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
が
,
訓
だ

甘

帖
畔
な
ど
の
分
析
的
富

の
､
城
は
如

八
日
新
作
地
な
ど
が
他
に
禦

さ
れ
た
抑
-

よ
｡
,
か
-
-

川
警

も
の
と
寧

霊

豊

川警

訓
誓

い
(

ど

も
業

法
の
幼
柵
･
調
嘉

納

の

昔
な

い
た
め
に
讐

-
票

と
し
て
芸

す
る
岬
に
も
,
そ
の
大
船
の
仰
-

知
-

と
が
川
警

o蒜
は
普

し
て
噸
蔦

の
蓋

に

な
っ

た
統
計
に
よ
っ
て
諭
を
逝
め
た

い
と
寧

1t
｡

昭
和
倒
北
･九
月

.1
=
の
腔
米
桝
光
の
紡
火
に
よ
る
と
,
二
爪
螺
に
於
け
る
排
他
河
紙
は
次
の
や
う
で
あ
る
｡
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卿
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地
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作
地
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九
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･
小
作
地

苗

三
品

町
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茄
畑
は
(～.耕
地
の
雌
か

〇
･
八
九
雪

畑
地
に
別
し
て
竺

㌻

八
八
W
｡
に
池
ぎ
な

い
｡

か
-
茶

畑
の
激

減
し

な
の

は
鼻
力

問

題
､

品

質

の
向

上

問
題

は
閥
係
し
ィ,
ゐ
る
,,
と
は
既
述
の
や
う
で
あ
る
O
,)

れ
ほ
反
し
農
家
経
沸
上
有
利
な
LJ
め
明
治
初
年
よ
-
急
に
噛
加
し
た
も
の
に
桑
畑
が
あ
る
0
茶
樹
の
栽
培
は
池
す
る

洪
積
層
の
基
地
､
段
丘
は
同
じ
-
桑
樹
の
栽
培
に
通
し
､
錆
の
飼
育
に
も
最
も
通
し
た
地
で
あ
る
か
ら
,
繭
債
の
騰

貴
'
葦
悪
業
の
磯
連
と
北
は
同
じ
製
産
賓
の
立
場
に
あ
る
仙窟

で
は
,
製
茶
業

よ
-
旦

暦
有
利
を
番
荒
業
は
鴨
ず

る
7g･の
が
族
用
す
る
は
頚
-
茶
畑
は
晒
じ
て
桑
畑
化
し
た
も
の
が

少
-
な

い
0
時
は

-;
間
地
に
あ
つ
て
は
甚
だ
し
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刺
市
は
接
近
す
る
地
域
で
は
武
楽
園
基
な
ど
の
採
算
上
有
利
在
も
の
に
ー
恐
た
制
球
の
敏
捷
膨
脹
の
力
め

住
宅
地
は
化
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
｡

最
近
十
年
間
は
放
け
る
茶
畑

･
桑
畑
の
増
減
を

ホ
す
と
第
三
表
の
株
で
あ
る
｡

桑
畑
の
櫓
加
は
敢
近
十
年
間
に

一
三
'
四
五
四
町
少
か
ら

一
七
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四
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町
歩
は
約
四
､
四
〇
〇
町
歩
増
加
し
ね
｡
桑
畑
の
樹
加
は

一
つ
に
繭
債
の

騰
貴
は
基
因
す
る
も
の
で
'
茶
畑
の
み
在
ら
ず
洪
積
姦
地
上
の
水
ー

(
舵

汗
)
の
桑
畑
は
化
し
た
も
の
が
少
-
な

い
(
鈴
鹿
郡
操
伊
棒
材
近
傍
在
ど
)

し
か
し
昨
年
来
の
繭
倍
の
暴
落
に
揮

っ
て
急
激
は
桑
畑
は
他
作
物
用
に
更

新
ru
れ
始
め
LJ
か
ら
p
今
後
二
'
三
年
中
に
は
莱
し
き
塵
化
を
見
る
FJ
と

で
あ
ら
う
〇

第

の

産

嶺

茶
柚
の
栽
培
榊
鵜
は
前
述
の
如
-
明
治
初
年
か
ら
減
少
の
傾
向
を
辿

っ
て
み
る
が
､
こ
れ
は
反
し
そ
の
産
額
は
漸

次
激
増
し
っ
ゝ
あ
る
U
称
に
世
界
大
戦
常
時
の
大
正
四
年
か
ら
大
iE
入
牢
前
後
に
か
け
て
は
そ
の
産
出
激
も
移
し
か

っ
た
｡

明
治
三
十

-I
年
か
ら
故
近
に
至
る
産
出
穐
堅

ポ
す
と
姉
四
衣
の
や
う
で
あ
る
｡

第

位
千
;
)

即
ち
本
衷
に
で
明
か
な
る
如
-
明
治
三
十
.i
年
よ
旦
二
十
五
年
に
至
る
革
均
年
産
粕
は
四
十
五
散
七
千
賞
に
過
ぎ

な
か
つ
ね
け
れ
ど
も
､
漸
次
産
頼
む
樹
加
し
二
十
五
年
筏
の
大
正
六
年
に
は
八
十
常
賞
を
突
破
し
､
嚢
金
時
代

を
Ⅲ

三
流
茄

の
紳
桝
地

即
桝
的

那
兜

童

.
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湛
ほ
つ
れ
農
家
鮭
酒
上
あ
ま
ゎ
有
利
舟
で
b

ざ
る
製
茶
業
は
栽
培
面
積
の
減
少
と
共
は

そ
の
鹿
覇
は
漸
減
す
る
に
至
-
'
昭
和
年

間
は
至
っ
て
は
捗
は
四
十
常
貫
と
怒
ら
､

昭
和
五
年
に
は
ほ
ぼ
明
治
三
十

一
年
頃
と
同
席
徹
を
ポ
す
ほ
発
っ
た
｡

栽
培
面
積
と
製
茶
塵
箱
と
の
踊
係
む
見
る
に
､
そ
の
樹
滅
閥
係
は
互
は
反
此
し
て
ゐ
る
O
面
積
が
か
く
も
激
減
L

LJ
の
ほ
座
板
が
急
激
に
樹
加
し
な
の
は

1L
っ
ほ
栽
培
面
積
の
合
川
化
､
他
は
技
術
の
改
善
､
進
空

及
び
経
緯
準
位

の
膝
大
に
あ
っ
た
｡
明
治
以
前
の
蛙
黄
塵
酒
の
単
位
は
主
と
し
て
伊
勢

這

方
に
限
ら
れ
,
栽
培
蔭
の
各
Sit･化
､
技

術
の
改
良
'
進
歩
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
つ
ね
が
､
維
新
後
程
哲

蒜

が
交
通
磯
鋤
の
聴
連
と
北
ハほ

這

方
か
ら
脱

却
し
て
拳
固
化
し
.
且

つ
外
囲
貿
易
の
開
か
れ
る
と
典
に
茶
の
需
要
は

表

し
三

地
方
よ
-
,
金
岡
的
,
世
界
的

と
夜
-
､
を
の
軽
妙
慣
域
の
横
大
と
典
に
製
茶
業
は
鞘
内
的
産
業
か
ら
対
外
的
産
業
と
な
-
､
斯
業
の
改
善
は
大

い

に
世
人
の
注
目
す
る
所
と
在
っ
た
｡

乙

ゝ
ほ
於
で
先
づ
空

は
叶
れ
ね
の
は
茶
園
の
改
良
<
=珊
化
は
あ
っ
た
0
茶
園
は
基
的
的
の
,p
の
と
分
積
的
の
も

の
と
の
二
種
あ
る
乙
と
は
既
述
の
如
-
で
､分
精
的
の
も
の
は
漸
次
改
廠
せ
ら
れ
､基
的
的
の
も
の
に
金
力
"13性
1
/
や



う
ほ
な

っ
た
0
基
的
的
の
も
の
で
,晶

癖
上
有
利
な
桑
園
に
化
し
た
も
の
が
少
-
な
か
っ
た
｡
か
-
栽
培
両
親

は
減

少
し
た
け
れ
ど
旦

方
に
於
で
製
茶
技
術
の
進
歩
甘
良
計
通

し
多
大
の
型
席
壁
計
装
す
る
手
挨
製

は
頻
働
賃
金
の
騰

蓑
と
多
発
製
席

の
立
場
か
ら
漸
次
機
械
製
茶
と
な
-
､
を
の
珠
産
額
は
急
激
は
簡
加
す
る
や
う
に
な

っ
た
｡

(
現
今
な
ほ
手
技
墾

中
平
伐
異
な
ど
が
行
ほ
れ
て
ゐ
る
が
･
能
鮒
に
於
て
は
樽
椛
製
に
比
す
べ
-
も
な

い
O)

●

●

●

●

■

●

●

●

∵
町
歩
常

-
の
薦
敬

明
治
三
十

l
年
か
ら

一
町
頚
骨

-
産
額
堅

ボ
す
と
次
の
や
う
で
あ
る
｡

1町渉常

135-i!l'

か
-
の
如
-

l
町
歩
常

ら
製
茶
産
額
の

170

209

謬

287

310

328

268

諾

287

260

281

276

2-7

257

263

荒

311

塘
卸
し
た
の
は
苗

の
改
霊

び
覧

班

化
､
技
術
の
進
華
に
よ
る
が
ま
た

一
方
に

豊 憐 )- -

●ノ

//

火Irl:. 2
3
4
5
6

於
で
は
需
嬰
の
激
増
､
施
肥
の
如
何
に
負

ふ
と
こ
ろ
が
極
め
七
大
inJ
い
｡
即
ち
茶

は

7
-
9
10
1l
l2
1-
1-
1
2
3
4
-

多
年
生
の
植
物
で
を
の
出
井
畳
は
特
に
施

肥
と
密
接
な
関
係
は
あ
る
も
の
で
､
同
じ

1
町
歩

の
茶
園
で
も
施
肥
宜
し

き
h
t得
た

吸

命
と
黙
ら
ざ
る
場
合
と
は
放
言

の
出
井
且畏

非
常
な
差
が
あ
る
｡
従

っ
て
製
茶
産
額
は
施
肥
と
不
可
分
の
関
係

は
あ
る
が
､
を
の
施
肥
は
農
家
経
姉
に
と

つ
て
は
東
大
を
影
響
を
放
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､
世
の
需
要
に
支
配
ru
れ

る
の
は
止
U
を
得
を

い
0
従

っ
て
需
要
が
聯
大
す
れ
ば
､
自
ら
施
肥
も
十
分
と
な

-
'

青

空

田
-
産
額
は
増
大
す

る
で
あ
ら
う
｡

三
流
茶
の
経
研
地
靴
堺
的
脚
光

1
..I
P
.



地

球

第

十
六
位

約
四
独

二

阿
六

八

乙

の
闘
係
は
世
界
大
我
曹
時
に
最
も
よ
く
残
は
れ
る
｡

日
本
金
岡
の
大
草
光
年
か
ら
大
正
七
年
に
至
る
七
年
間
の

紙
産
額
に
封
す
る
輸
出
剖
各
は

4
7
-
7
6
%
O
で
､
年
平
均

52,7
0/O
p
大
正
六
年
の
如
き
は

7
61
%

の
多
き
に
逢
し

た
の
で
あ
っ
た
｡
か
-
封
外
需
婆
の
激
増
す
る
に
つ
オ
'
閣
内
的
よ
-
封
外
的
を
主
と
す
る
三
韮
腺
に
あ
っ
て
は
太

い
は
そ
の
影
響
を
被
-
.
崖
租
も
,J
れ
ほ
産
着
n
れ
て
ゐ
る
｡
即
ち
大
iE
六
年
は
八
十
二
嵩
七
千
九
百
二
十
<
貫
､

召
四
十
二
薗

丁
千
六
甘
八
十

一
回
'

7
町
非
常
旦
エ
ロ
二
十
八
貫
は
上
っ
た
(第
五
衷
)
O
大
正
八
年
以
後
財
邪
の
不

況
に
伴
っ
て
野
外
需
要
は
激
減
し
産
額
も
漸
減
す
る
に
寅
っ
た
｡

○
●
■
●

茶
の
積
数

本
腰
産
は
玉
露
｡煎
茶
･紅
茶
･番
茶

の
四
種
に
大
別
rbれ
る
｡
煎
茶
は
澱
も
多
-
金
産
額
の
過
半
数

の
八
割
を
占
め
て
ゐ
る
D
番
茶

･
玉
露
こ
れ
に
次
ぎ
紅
茶
は
僅
か
二
十
四
賞
に
過
ぎ
な

し
｡

昭
和
五
年
度
に
牲
け
る
産
額

衷 六 節

｢
巨

!
座
上
座

=
.･

･2

=

･
-
_

宅

ujr
三
E
:'t

r
O
二
八
'
三
三

祈
側
は
三
前
駆
茄
深
糾
令
聯
介

e
=前
節
訓
光

左
側
は
昭
和
未
申
茶
統
計
起
′

腔
林
胡
統
計
緋
)

総
計
衣
に
衣
ほ
れ
て
み
る
蹄

朗
は
必
ず
し
も
北
細
で
は
な
い
｡
恨
鵬
の
調
教
と

茄
米
糾
人
=
聯
(
=
S
=と
の
捌
盤
と
で
各
州
=･1rL
綾
瀬

の
刑
光
に
よ
る
岬
は
敗
北

の
火

い
山
が
廿
油
で
あ
る
0
ま
た
虹
に
鵬
跡

に
調
光
す
れ
ば
も

つ
と
聯

加

す
る
こ
と
は
必
然

で
少
く
と
も



二
側
内
外
に
及
ぶ
で
あ
ら
う
O
L
か
し
そ
の
制
水

が
た
と
ひ
.*
.柵
で
な

い
と
し
て
も
'
1
椴
的
仰
向
を
水
仙
す
る

こ
と
は
川
非
や
う
｡
.

製

造

戸

数

製
造
月
数
は
年
は
よ
-
多
少
の
消
長
は
免
れ
ざ
る
を
得
な

い
｡
し
か
し
大
正
年
間
に
あ
つ
て
は
大
し
た
挺
動
も
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
大
正
の
来
期
か
ら
は
漸
輪
の
傾
向
を
不
L
t
節
六
表
ほ
て
明
か
な
る
が
大
正
十
四
年
か
ら
昭
和
元

年
は
か
け
て

一
躍
倍
加
L
t
九
㌧
六
六
三
月
か
ら
二
三
㌧
六
〇
九
月
と
夜
少
､
爾
凍
年
々
1
千
月
以
上
を
槍
加
し
っ

数F3造製 ･･未七第

7

8

2

3

3

8

nd
9

9

6

0

2

0

5

5

7

〔凸
9

6

nU
9

9

LEU
1

3

7

9

6

6

7

6

6

QU
7

eU
1

nり
乳
.臥
.
9I
q
).
臥
.q
り
3,
も

ハ叫
7
ー
8.

2

2

2

2

り〟

大正 8Jl,'1

9･41ミ

101ド
11jJ.:

1叫 ミ

13qt･

1441-A

昭利1AT･:

2ill

3句ミ

4年

6句ミ

J
あ
る
O
栽
培
面
積
の
急
減
に
反
し
.
製
造
月
数
は
僅
か
数
年
間
に
三
倍

以
上
櫓
刺
し
て
ゐ
る
が
､
産
額
は
あ
ま
み
趣
動
を
見
ず
峯
ろ

大
正
中
期

(脚
川
)

よ
-
減
少
し
去

る
｡
茶
園
の
各
班
化
､
製
法
の
各

班
化
の
叫
ば

れ
て
ゐ
る
今
日
'
小
製
造
家
の
輩
出
す
る
の
は
極
め
で
鼻
態
的
夜
現
象
で

あ
る
0

大
更

1年
頃
か
ら
堀
の
補
助
に
ょ
つ
て
護
生
し
た
各
郡
'
各
町
村
は
於

け
る
共
同
製
茶
組
合
は
財
界
の
捷
動
は
抗
し
和
ず
資
金
の
敏
芝
､
組
合
員
の
統
制
宜
し
き
恕
得
な
か
っ
た
た
め
に
脱

退
粕
損
き
､
解
散
す
る
も
の
次
第
に
相
加
L
t
共
同
組
合
よ
-
個
人
経
常
化
し
て
小
製
造
家
が
相
加
し
た
も
の
で
あ

る
｡
従
っ
て
大
正
八
年
に
は

.1
月
敗
の
珪
産
街
平
均
八
十
賞
以
上
に
も
逢
し
た
も
の
が
昭
和
五
年
に
は
約
五
分
の

一

の
十
七
賞
に
激
減
し
た
｡
ま
ね
養
荒
業
不
振
の
た
め
今
ま
で
蕉
罪
攣

災
せ
し
も
の
が
'製
造
家
は
立
ち
戻
つ
ね
の
も
､

原
因
の

1
部
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
せ

い
か
｡

地

理

的

分

布

三
流
茶
の
総
研
地
別
解
的
研
究

冠

匹

九



地

球

節
十
六
怨

節
四
班

昌

八

一
〇

三
重
腺
は
放
け
る
経
済
閲
は
ほ
iJ
行
政
同
調
と

一
致
し

てゐ
る
｡

即
ち
伊
勢
･伊
賀
志

摩
壷

伊
の
四
経
済
園
に

大
別
す
る
こ
と
が
出
凍
る
｡
伊
賀
盆
地
は
四
周
山
に
園
鴻

nれ
､
気
候
､
産
物
な
ど
自
ら
他
地
方
と
趣
き
む
典
ほ
し

志
塵
壷

伊
は
紀
伊
山
脈
の
商
斜
面
を
占
め
太
平
洋
に
而
し
気
組
は
高

い
が
､
背
後
に
山
を
負
以
林
産
､
水
産
に
宮
人

嚢 八 第

で
ゐ
る
｡
伊
勢
十
郡
は
伊
勢
卒
野
と

鈴
鹿
山
鹿
の
素
地
ま
ね
は
扇
状
地
'

段
丘
等
か
ら
成
-
'
農
産
に
富
み
商

工
業
も
盛
で
あ
る
｡
従
つ
y
政
治
的

に
も
総
研
的
に
も
ユ
ニ
韮
塀
の
主
機
む

な
し
､
そ
の
産
業
の
盛
嘉
は

一
に
伊

勢
閲
の
産
業
の
如
何
に
ょ
る
fJ
と
が

多

い
｡

製
茶
業
も
同
じ
-
主
と
し
て
伊
勢

間
は
限
ち
れ
'
そ
の
他
の
地
方
に
あ

っ
て
は
､
慶
祝
は
極
め
て
微
々
光
る

も
の
で
あ
る
｡
乙
は
灸
-
審
ら
東
棟
､

地
質
等
の
自
然
的
要
素
に
恵
ま
れ
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
0



昭
和
三
年
度
は
於
け
る
製
茶
惜
況
計
二
不
す
と
第
八
東
の
や
う
で
あ
る
｡

1

第

∴･

J
′-

ノーノ(/

i
S

i･･.･
㍉

｣

■

●)

､
､

rJノ

ー｣

｢,J

しl
..
1､

r
t
'

･
･

'

･
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:

I

:

S
_

I

J
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.l
T,a,

Jp

j;
:

よ志

表

.

:

i
"

･

S

JJノー
√

/
｣

了

＼〔/
ま
た
農
業
調
査
の
鮎
某
に
よ
る
茶
畑

(
十
町
歩
以
上
の
町
村
)
の
分
布
敬
二ポ

す
と
姉

41
問
の
や
う
で
あ
る
｡

(然
別
一

桐
は
茶
州
十
町
)

本
間
ほ
て
明
か
な
る
が
如
-
'
伊
勢

に
於
け
る
産
地
は
北
勢
と
南
勢
と
は
大

別
さ
れ
る
｡

北
勢
匿

員
揮
･
三
韮
･鈴
鹿
三
郡

南
勢
置

一
志
･飯
南

･多
束

･
鹿
骨

四

耶

rJ
れ
等
の
中
間
に
位
す
る
河
勢

｡
阿
濃
二
郡
は
合
せ
て
茶
畑
機
か
二
十
三
町
(
昭
利
四
年
九
月

一
日
)
に
過
ぎ
ず
､

北
部
の
桑
名
郡
も
僅
か
三
町
で
あ
る
.
何
れ
･D
･Iこ
れ
等
の
地
方
は
鈴
鹿

･
阿
濃
ま
た
は
柑
斐
川
の
沖
積
平
野
か
ら
成

-
'
土
地
概
し
て
低
-
米
川
は
通
し
軽
油
的
立
場
よ
-
茶
樹
は
殆
ど
作
付
け
ら
れ
な

い
状
態
に
あ
る
｡

北
勢
の
員
押
二
二
軍

鈴
鹿
三
郡
の
大
部
は
地
質
が
茶
樹
は
通
し
'
背
後
の
鈴
鹿
山
脈
は
冬
の
暴
風
を
防
L,
自
然
の

障
壁
と
な
-,～.
滋
の
撃

札
を
含

ん
だ
南
風
は
こ
し
ほ
衝
突
し
て
多
大
の
両
を
降
ら
す
た
め
束
狼
は
眉
-
両
は
多
-
地

質
が
排
水
は
適
し
茶
樹
の
教
育
は
極
め

て良
好
で
あ
る
｡
製
茶
業
は
こ
の
三
郡
に
濃
も
感
で
､
そ
の
絶
産
額
は
本
膳

三
流
茶

の
紐
解
地
組
解
的
榔
兜

詩

仙

.1
1



地

球

筋
十
六
侮

飾
用
紙

義
O

I
二

組
産
街
の
六
割
飴
を
占
め

てゐ
る
O
中
で
旦

二
束
郡
は
三
重
豚
は
於
け
る
大
衆
で
'
産
額
'
両
横
何
れ
も

一
頭
地
を

スヰ
ザ
ワ

披

い
て
ゐ
る
｡
水

輝
村

は
を
の
中
心
で
茶
畑
は
畑
反
別
の
五
割
二
分
(
軍

.I十
町
歩
)
を
占
め
'
年
額
十
嵩
異
心
近
-

三
頚
郡
紙
産
鞠
の
四
六
･
〇
三

野
､
三
頚
髄
の
一
九
･七

一
郎
(
何
れ
も
昭
利
三
年
)を
占
め
て
ゐ
る
｡
鈴
鹿
郡
rJ
れ
ほ

次
ぎ
.
捉
伊
滞

･
石
薬
師
相
は
そ
の
中
心
で
あ
る
｡
両
郡
共
に
移
植
出
を
主
と
し
､

一
.iL
皆
且
肌
着
で
は

一
〇
九
賞

後
者
で
は
九
十
六
賞
で
あ
る
｡

南
勢
は
飯
南

･
多
気
爾
郡
む
中
心
と
し
､
寵
伊
山
脈
中
の
縦
谷
の
河
成
段
丘
上
に
､
附
も
日
照
鹿
の
弧
レ､
園
斜
面

に
多
-
栽
培
さ
れ
て
ゐ
る
｡

1
志
郡
八
幡
村
川
上
は
本
膳
製
茶
の
推
薦
地
で
古
-
か
ら
栽
培

rJれ
､
同
郡
大
郎
珪

･

多
気
村
は
晶
肇
の
優
良
を
以
て
聞
え
て
ゐ
る
｡
飯
南
郡
川
俣
｡柿
野
｡宮
前

･
粥

且
の
譜
相
は
川
俣
茶
の
産
地
で
栽
培

の
歴
史
古
-
多
東
都
は
三
湘
谷
･荻
原
･簡
内
村
を
主
産
と
し
良
茶
園
は
富
ん
で

ゐ
る
｡

志
摩
郡
は
本
膳
製
茶
の
.早
場
で
､
三
流
郡
の
菰
野
町
と
典
に
僅
か
乍
ら
紅
茶
h
I産
す
る
｡
鵜
芳
村
は
そ
の
中
心
で

本
都
度
の
四

一
･lTl八
%
を
占
め
て
ゐ
る
｡

北
牟
婁

｡
南
牟
婁
雨
郡
は
熊
野
灘
に
面
し
､
気
配
高
く
両
は
多

い
が
､
域
内
山
地
多
-
耕
地
而
精
少
-
住
民
は
林

業
ま
た
は
水
産
業
を
生
業
と
す
る
も
の
が
多
-
､
製
茶
の
産
街
は
少

5'
｡
し
か
し
製
造
月
数
は
極
め
て
多

い
｡
TJ
れ

は
手
挟
み
茶
が
大
部
を
占
め
､
小
生
産
家
が
多
-
各
日
の
甫
婆

を
充
た
す
轟
皮
の
小
規
模
夜
も
の
で
あ
る
ほ
基
-
0

伊
賀
盆
地
む
占
め
る
名
賀

･
阿
山
開
郡
は
気
温
精
々
低
-
､

特
は
南
草
の
名
賀
郡
は
閣
境
は
山
脈
連
宜
し
日
照
度

顔
-
阿
山
郡
よ
-
は
気
温
も
低
-
摘
葉
時
期
も
後
れ
､
鷹
箱
も
低
率
で
あ
る
.
名
張
町
は
そ
の
中
心
'
新
居

･
丸
枝

村
は
阿
山
郡
の
中
心
で
､
何
れ
も
そ
の
製
茶
は
諒
和

･
滋
製
に
大
部
分
移
出
せ
ら
れ
る
｡



摘

尭

時

期

と

降

霜

と

の

関

係

三
乗
服
は
南
北
に
細
長
-
か
つ
北
勢
で
は
関
北
境
に
鈴
鹿
山
脈
が
連
立
し
､
南
勢
で
は
光
岡
は
紀
伊
山
脈
が
連
互

す
K藁
J
め
､
各
地
風
向
･日
照
寧

異
む
､
簡
畢

朱
準

降
霜
に
多
少
の
相
異
が
あ
る
｡
か
つ
土
壌
も
南
北
典
-,/

降

霜
の
時
期
に
あ
る
影
響
･,k
l及
ぼ
す
｡
即
ち
北
勢
に
あ
つ
て
は
鈴
鹿
山
脈
は
冬
の
希
俳
風
は
遮
ざ
ら
れ
､
夏
の
梶
朱
を

含
む
季
節
風
は
南
斜
面
は
多
-
の
雨
を
降
ら
す
0
南
勢
で
は
太
平
洋
岸
と
宮
川

･
櫛
口-~
川
の
縦
谷
と
で
や
＼
東
棟
典

-
､
太
平
洋
岸
の
志
摩

･
紀
伊
は
政
79
曜
-
両
79
多

い
が
､
縦
谷
は
や

束ゝ
徹
も
下
-
雨
も
少

い
｡
符
に
そ
の
北
側

と
南
側
と
で
〓
照
度
を
異
は
す
る
｡
伊
賀
盆
地
は
四
周
山
は
園
擁

ruれ
盆
地
特
有
の
気
候
で
常
況
も
亦
低

い
｡

茶
樹
は
温
熱
昔
性
の
植
物
で
気
温
高
-
'
両
蕊
適
度
に
あ
-
､
且
っ
排
水
の
良
好
な
地
質
を
好
む
も
の
で
あ
る
か

ら
そ
の
教
育
'
摘
基
の
時
期
は
菊
池
に
左
右
せ
ら
れ
例
年
同

一
で
は
を
-
多
少
相
異
す
る
が
常
で
あ
る
｡
特
に

一
番

茶
に
あ
つ
て
は
そ
の
硝
薬
時
期
は
降
霜
の
澱
終
日
の
如
何
に
ょ
る
O
茶
罪
は
敢
終
降
霜
後
采
配
の
上
昇
に
伴
っ
て
急

に
磯
育
す
る
も
の
で
降
霜
時
期
の
如
何
は
摘
基
と
.#
L大
在
閥
係
は
あ
る
｡
同

一
地
方
で
も
土
塊
の
如
何
に
よ
-
降
箱

時
期
は
興
る
｡
据
膳
士
の
如

き
太
陽
熱
む
吸
収
す
る
率
の
大
在
る
土
質
は
あ
つ
で
は
'
黙
ら
ざ
る
土
質
の
と
rJ
ろ
よ

-
は
敢
終
日
は
後
れ
勝
ち
で
あ
る
｡
か
-
の
如
P
,土
嚢
の
と
こ
ろ
は
局
部
的
に
夜
間
に
於
け
る
束
犯
の
急
降
に
際
し

降
霜
を
見
､
瓜
は
ざ
る
不
慮
の
災
害
を
被
る
rJ
と
が
あ
る
.
旧
型

二
年
に
於
け
る
気
候
状
態
を
次
に
示
す
｡

rJ
の
四
月
上
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て
摘
収
す
る
も
の
は

1
番
茶
と
精
し
=m
質
は
政
も
よ
-
､
且
つ
産
額
も
多

●
●
●

-
年
産
額
の
約
七
乃
至
八
割
を
占
め
て
ゐ
る
｡
頂

い
て
七
月
上
旬
か
ら
再
び
新
井
を
摘
尭
す
る
｡
rJ
れ
を
二
番
茶
と

雛
し
.
晶
質
79
や

＼
下
-
掠
塊
も

一
番
茶
よ
-
少

い
.
所
に
よ
-
採
集
L
を

5'斯
79
あ
-
､
産
額
も
僅
か
二
割
内
外

三
流
茄

の
細
折
地
批
供
的
研
究

誌

J

〓l
十



衷 九 第

節十

六

怨

節
四
班

志

二

一
四

で
あ
る
｡

乙
の
摘
莱
後
茶
樹
の
軸
嵩
む
卒
等
在
ら
し
め
､
ま
ね
新
芽

の
磯
芽
を
容
易
な
ら
し
め
る
た

め

に
､

或
る
程
度
.隻
別
年
か
ら
の

甘
木

･
古
基
を
銑
ほ
て
刈
取
る
｡
乙
の
刈
取
み
た
る
も
の
を
蒸
し

て

●
●

日
射
ほ
て
乾
燥
し
た
79
の
が
番
茶
で
あ
る
｡
番
茶
は
慣
額
低
廉
で
疎

基
上
有
利
な
ら
ざ
る
た
め
､
鼻
働
賃
金
の
高

い
時
ま
ね
は
夏
季
は
於

け
る
充
棟
如
何
に

悠
み
そ
の
鹿
糖
は
著
し
い
差
が
あ
る
｡
乙
の
番
茶

採
集
後
は
気
組
の

最
旦
向
い
時
期
で
あ
る
た
め
.
適
度
の
降
雨
さ
へ

あ
れ
ば
茶
井
の
座
長
は
極
め
て
迅
速
で
､
八
月
上
旬
か
ら
は
ま
ね
摘

●
●
●

来
さ
れ
る
｡
こ

れ
が
三
番
茶
で
色
は
政
も
よ
い
が
､
満
味
意
-
そ
の

塵
鶴
は
年
産
覇
の
約

1
割
は
過
ぎ
覆

い
｡
こ
れ
は
茶
樹
の
保
蕗
上
摘

発
し
な

い
所
が
多

い
た
め
で
あ
る
｡

願

外

移

出

状

態

本
膳
塵
は
源
内
の
需
粟
を
充
た
し
て
在
は
飴
-
あ
り
､
そ
の
過
草

は
豚
外
は
勿
論
'
猟
兼
州
遠
-
は
カ
ナ
ダ
､
北
米
4
1
東
研
に
抽
出
せ

ら
れ
る
｡
そ
の
確
は
年
に
よ
-,二

足
し
な

い
が
､
年
々
線
産
額
の
六

割
以
上
に
蓮
し
本
腰
に
於
け

る
主
婁
産
業
の
地
位
を
矢
は
な

い
｡

移
悶
死
は
北
海
道
､
朝
鮮
､
三
府
三
十
腺
の
多
き
に
蓮
し
闘
束
州



へ
の
抽
出
も
少
-
な

い
｡
昭
利
四
年
四
月
か
ら
五
年
三
月
末
に
薫
る

il
年
間
の
移
出
街
は
三

1
0
､
八
三
八
貫
で
昭

利
四
車
線
産
額
の
六
割
七
分
弧
に
潜
る
｡
移
出
街
の
敢
大
は
京
都
府
で
紙
移
出
鶴
の
五
割
九
分

を
占
め
て
ゐ
る
｡
rJ

れ
は
京
都
府
の
需
製
を
充
す
の
で
は
在
-
V
.
宇
治
ほ
て
布
製
さ
れ
て
所
謂
宇
治
茶
と
し
て
膳
外
並
は
梅
外
は
輪
移

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
愛
知
大
阪
の
各
酔
膳
は
末
都
府
は
次
ぐ
主
婁
移
出
先
で
各
二
常
貰
以
上
に
蓮
す
る
｡

第

十

衷

こ
れ
ら
移
出
茶
の
取
引
地
は
交
通
の
優

Gi-nH‖=
咽三iiF.f'tl和利〃いり‖

～;讃/.t
移出楯並移出光

(ニit.J.嚇茶業赦し令嗣)

AiTi

石 川 1,850

榊奈川 425
和歌山 247
岡 山 32
山 梨 24
大 分 53
茨 城 416

fll m 200
朝 鮮 510
愛 媛 370

穂 島 1,034

阿 品 48

山 形 8

合 計 307'130

2,930
778

3,708

310,838

辿

収

計

計

大
成

合

紙

品

415

170

203

999

428

327

は

6-7

190

195

7

208

359

2-7

I
978

.
0-8

.
093

岬

ー
52
6

3

6
9
0
6
7
7
9
4
2
4

1
2

2

2

1

7
4
2

1),t･: :Tt;J;

愛 知

ノこ lUi

滋 剖

1主 lljL'･

'I..TI 叫

島 根

:恥 ),I,:

Fi.き 良

新 沿

佐 賀

栃 木

長 峰

所Jt諸 岡

蚊 卑

兵 Tit･t.

舶 :)r-

北亨転主監

静 岡

砦 手

打 山

利
を
地
道
沿
線
の
主
要
輝
で
あ
っ
て
.
多

-
は
陸
路
蛾
遣
使
ほ
て
各
地
に
選
ら
れ
る

四
千
質
以
上
(
昭
和
四
年
皮
)
の
積
出
地
は

桑
名
'
富
田
'
四
日
市
､
加
佐
登
'
亀
川

闘
､
於
医
､
山
田
の
各
輝
で
､
就
中
四
月

印
輝
の
積
出
街
は
敢
大
で
十
三
寓
貫
を
突

破
し
を
の
市
場
圏
も
敢
大
で
北
梅
迫
を
始

め
三
府
二
十
僻
遠
-
踊
兼
州
ほ
ま
で
及
ん

で
r3
る
｡

桑
名
､
多
度
両
騨
ほ
て
集
散
せ
ら
れ
る

製
茶
は
主
と
し
て
桑
名
､
員
群
爾
郡
産
の
も
の
で
あ
る
｡
多
度
は
酉
境
に
養
老
山
脈
が
延
び
凍
-
､
員
群
郡
と
の
交
鞄

は
妨
げ
ら
れ
'
員
押
郡
慶
の
も
の
は
桑
名
輝
に
仕
向
け
ら
れ
､
多
度
よ
さ
積
出
r
u
れ
る
も
の
は
多
度
村
並
び
に
近
傍

三
流
茶
の
総
柄
地
批
喋
的
研
究

二
王

'J
.i



節

約十六懲

･1+.=
川

柁

産
の
も
の
に
限
ら

れ
て
ゐ
る
.
員
群

郡
は
兼

･
閣
北
境

何
れ
79
山
脈
に
国

縫
ru
れ
'
兼
属
の

桑
名
に
境
す
る
所

の
み
は
開
け
'
銭

道
及
び
幹
線
波
路

は
何
れ
も
桑
名
町

に
通
じ
'
本
郡
産

の
物
資
は
す
べ

て

桑
名
町
ほ
て
集
散

せ
ら
れ
る
｡
桑
名

郡
の
製
茶
産
頓
は

押
出
.j虹

.J･漂

五
千
飴
賞
在
る
ほ

移
旧
裸
の
1
笛
賞



計
.突
破
す
る
は
後
骨
地
と
し
て
員
抑
郡
を
控

へ
る
LJ
め
で
あ
る
｡
日
下
建
設
中
の
三
岐
地
道
開
通
の
暁
は
員
押
郡
塵

物
資
の
幾
分
は
宵
H1
､
四
日
iZ
は
運
ば
れ
､
そ
の
供
給
範
囲
は
横
大
ru
れ
る
ほ
至
る
で
あ
ら
う
｡
北
勢
地
方
に
あ
つ

て
は
鈴
鹿
山
脈
の
山
燐
は
多
-
西
北
か
ら
東
南
の
方
向
を
と
ら
'
河
川
の
流
路
､
交
通
路
も
乙
の
方
向
の
も
の
多
く

こ
れ
を
横
断
す
る
道
路
に
は
阪
路
少
か
ら
ず
物
資
の
輸
送
に
少
か
ら
ざ
る
妨
鴇
を
な
し
て
ゐ
る
.
従
っ
て
二
川
憐
間

即
ち

一
渓
谷
の
物
資
は
西
北
か
ら
兼
禍
に
走
る
交
通
路
は
滑
っ
て
積
出
地
に
運
搬
さ
れ
る
｡
四
日
市
市
は
三
重
郡
の

東
部
に
任
し
閥
西
緑
､
四
円
市
電
銭
､
伊
勢
竃
餓
'
三
乗
軌
道
等
の
譜
政
道
､
並
び
に
主
婁
道
路
が
基
申
し
三
乗
郡

産
の
物
資
の
殆
ど
す
べ
で
は
rJ
J
は
tTJ
基
放
さ
れ
る
｡
他
面
開
港
場
で
あ
っ
て
海
外
と
の
取
引
も
行
は
れ
｡
市
場
間

は
光
も
大

き
い
｡
鈴
鹿
郡
産
の
製
茶
は
陸
路
加
佐
登
･満
山
･銅
の
各
輝
に
脹
ら

LP
多
-
京
都
は
移
川
せ
ら
れ
る
｡
南

勢
地
方
は
紀
伊
山
脈
が
東
西
に
走
ら
､
主
要
交
流
路
は
何
れ
も
硝
谷
は
沼
以
､

各
罷
谷
間
の
物
資
は
雲
出
･櫛
問
｡宮

川
の
縦
谷
に
沿
う

て河
口
近
-
ほ
運
ば
れ
る
｡
飯
南
郡
産
の
製
茶
は
櫛
田
川
は
潜
う
で
和
歌
山
街
道

に
よ
っ
て
多
-

松
阪
に
運
ば
れ
､
多
気
郡
産
(
宮
川
上
流
地
方
)
は
紀
勢
餓
迫
の
開
設
と
北
ハほ
相
吋
輝
け
選
ら
れ
る
｡
宇
治
-;
11日
輝
は

主
と
し
て
多
気
郡
産
h
t､
佐
奈
具

･
上
野
の
各
輝
は
阿
山
郡
鹿
を
'
名
張
は
名
賀
郡
産
む
基
放
し
て
ゐ
る
｡
大
軌
銭

鑑
の
開
通
の
た
め
南
勢

･
伊
賀
地
方
の
移
出
状
態
は
大

い
に
塵
化
す
る
で
あ
ら
う
0

我

が

国

に

於

け

る

地

位

我
が
岡
で
は
気
温
の
低

い
青
森
以
北
を
除

い
た
各
酔
煤
に
多
少
づ
つ
鹿
川
す
る
が
､
内
地
で
は
静
桐
･
二
東

京

都

此
見
島

･
奈
良
の
各
府
膳
は
そ
の
主
要
産
地
で
あ
る
｡

旧
都
五
年
皮
は
放
け
る
三
蓋
膜
の
茶
業
状
態
を
内
地
全
問
の
ほ
此
披
す
る
と
次
の
様
で
あ
る
｡

三
珊
茄
の
撫
粥
地
耶
鞠
的
研
究

義

範

-
七



衣 --十 第

妨
十
六
曝

節
凶
雛

一
藁

ハ

木
表
に
よ
る
時
は
製
造
月
数
に
放
て
第

1
伐
の
政
見
島
(
二

二
､
八
五
巴

､
第
二
位
の
焼
鳥
(七
雪

四
幸

二

よ
か
温
か
下
っ
て
第
二
十
位
､
栽
培
面
積
は
静
岡
(
一
五
､
三
三
〇
町
)鹿
児
島
(
二
､
九
六
七
孟

町
)は
次
ぎ
第
三
位
､

蛙
産
鶴
は
静
禦

五
'
二
六
八
､
五
八
七
賞
)
は
次
ぎ
第
二
位
に
あ
-TL
t
内
地
線
度
街
の
五
%
を
占
め
で
ゐ
る
｡
製
造

月
数
.･LL=;
積
に
此
披
す
る
時
は
､
そ
の
透
徹
決
し
て
少
-
衣
-
重
囲
に
放
け
る
主
婁
供
給
地
た
る
地
位
を
矢
は
な

い
｡

し
か
し
を
の
債
瓶
の
第
五
枚
に
あ
る
は
塞
心
す
べ
き
現
象
で
あ
る
O
こ
れ
は
機
械
製
茶
の
激
樹
､
ま
ね

叫
方
は
於
で

茶
園
の
老
齢
.
財
非
の
不
況
に
裡
ふ
鹿
家
挺
碑
の
組
係
か
ら
施
肥
宜
し
p
uを
得
意

い
た
め
'
品
質
の
低
下
恕
i:
来
し

た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
.
晶
質
の
向
上
こ
そ
賂
埜

二
束
茶
の
肢
も
留
意
す
べ

き
鮎
で
あ
る
.

終
り
に
桁
み
衣
料
を
誠
糾
さ
れ
し
段
激
周
古
谷
壌
土
､
三
流
糠
茶
非
聯
食

糾
(=
に
粍
-
感
謝
す
る

O

文

献

大
将
繁
･
轍
布
地
次
北
ハ潜

宇
治
地
方
光
嘘
茶
榊
土
塊

の
改
良
に
捌
す
る
桝
死

腔
墳
桝
究

解
十
三
谷

内
‖
光

一

地
地
政
背

十
二
怨
五
紙
(
昭
利
五
坤
)

妨
五
次
､
妨
六
次
腿
林
省
統
計

(
雌
林
街
)

三
流
の
非
業

(
三
流
麟
茶
業
納
骨
)

窮
策
組
付

妨
十
滋
批
ハ
三
流
蜘
'
六
坤

1
月
)

統
計
之
次

節
二
雛
(
三
範
螺
)

昭
利
三
中
三
洗
脱
統
計
む

鮮
二
箔

三
流
帳
)

丁
柴
出
産
似
非
兜

(
燈
林
邪
虚
務
榊
)

出
米
制
裁
紡
光
軸
竹

ハ
内
側
統
計
榊
)

茄
艶
姿
地

位
紡
榊
餌
三
十
七
枕
(
雌
林
省
)


