
宋
代
茶
法
の
一
考
察

梅

原

郁

【
要
約
】
　
唐
中
期
に
は
じ
ま
り
、
宋
初
に
確
立
し
た
塩
・
茶
を
中
心
と
し
た
専
売
法
に
よ
る
貨
幣
収
入
は
、
新
し
く
成
立
し
た
齎
主
独
裁
体
制
を
支
え
る

重
要
な
財
政
的
基
盤
と
な
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
う
ち
、
茶
法
を
対
象
に
選
び
、
四
川
を
除
い
た
中
国
本
土
に
於
い
て
、
脇
息
か
ら
南
宋
に
亙
り
、
従
来
あ

ま
り
深
く
は
追
求
さ
れ
て
お
ら
ぬ
幾
つ
か
の
間
題
を
論
証
し
て
み
た
。
即
ち
、
第
一
章
で
は
、
国
初
か
ら
北
宋
中
期
に
至
る
ま
で
の
護
法
の
根
幹
と
な
っ

た
准
南
の
山
場
と
沿
江
確
務
体
制
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
と
と
も
に
論
述
し
、
第
二
章
で
は
、
商
人
集
団
の
動
き
を
考
慮
し
つ
つ
、
権
茶
法
か
ら
通
商
法

へ
の
流
れ
を
取
扱
い
、
第
ご
一
章
で
は
、
二
連
末
選
管
の
時
代
に
確
立
し
、
後
世
に
も
影
響
を
与
え
た
通
商
法
（
交
引
法
）
を
や
や
詳
し
く
説
明
し
、
併
せ

て
若
干
の
問
題
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
当
代
の
茶
法
は
、
直
接
的
な
貨
幣
収
入
の
面
か
ら
は
、
塩
の
よ
う
に
重
要
で
は
な
か
っ
た
が
、
暫
し
い
時
代
の
動
き

に
即
応
し
で
、
政
策
的
に
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
に
利
用
さ
れ
た
点
は
、
後
世
と
異
っ
た
特
色
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
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唐
墨
中
期
に
始
ま
る
塩
と
茶
の
専
売
法
は
、
十
世
紀
中
ば
以
後
の
宋
代
に
入
っ
て
、
全
国
的
に
整
備
体
系
化
さ
れ
た
。
そ
の
制
度
は
め
ま
ぐ

る
し
く
ま
た
複
雑
に
変
転
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
、
新
し
く
成
立
し
た
君
主
独
裁
・
中
央
集
権
・
文
官
窟
僚
体
制
の
重
要
な
経
済
的
基
盤
と

な
っ
た
。
塩
と
茶
を
中
心
に
、
酒
・
明
馨
・
香
料
・
薬
品
に
加
え
ら
れ
る
専
売
配
置
と
、
こ
れ
ら
を
含
む
商
品
に
課
せ
ら
れ
る
商
税
を
主
と
し

た
貨
幣
収
入
が
、
直
接
税
た
る
米
穀
・
布
鳥
を
軸
と
す
る
地
租
よ
り
以
上
に
、
中
央
政
府
の
財
政
に
と
っ
て
重
い
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
宋
代
以
後
の
特
色
と
菰
る
こ
と
慰
窪
め
て
言
う
必
要
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
宋
代
の
専
売
法
の
研
究
は
、
当
然
多
く
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の
重
度
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
茶
法
に
関
し
て
は
．
お
よ
そ
二
つ
の
分
野
が
対
象
と
ざ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
主
と
し
て
北
爆
の
前
半
期
、
政
治
・
軍
事
・
財
政
な
ど
の
諸
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
朝
令
暮
改
を
く
り
噛
す
茶
法
制
度
を
丹
念
に
追

求
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
意
義
に
論
及
し
た
も
の
で
あ
り
、
佐
伯
富
氏
の
「
宋
初
に
於
け
る
茶
の
専
売
制
度
」
　
「
宋
代
林
特
の
茶
法
改
革
に
つ
い

て
」
　
「
宋
代
仁
宗
室
に
お
け
る
茶
法
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
一
連
の
研
究
が
こ
れ
に
入
る
。
い
ま
一
つ
は
、
北
宋
の
後
半
に
開
始
さ
れ
、
西
方

異
民
族
と
の
貿
易
と
関
係
の
あ
る
四
川
の
拳
法
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
で
、
河
上
光
一
氏
の
「
宋
代
四
川
に
お
け
る
確
茶
法
の
開
始
」
　
「
踏
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

四
川
の
玉
茶
法
」
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
、
宋
代
三
百
年
を
通
観
し
て
み
る
と
、
未
だ
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
茶
法
上
の
問
題
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
ま
少
し
突
込
ん
で
考
え
る
べ
き
事
柄
が
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
闇
題
の
中
か
ら
幾
つ
か
を
と
り
あ
げ
、
地
域
的
に
は

四
川
を
除
外
し
た
所
謂
東
南
地
方
を
対
象
に
、
時
代
順
に
考
察
を
加
え
て
み
た
。
特
に
本
稿
の
前
半
部
は
、
佐
伯
氏
の
三
つ
の
論
文
と
河
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

氏
の
「
親
筆
の
茶
業
・
墨
黒
」
と
関
係
す
る
部
分
が
多
く
、
そ
こ
で
論
及
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
重
複
を
避
け
た
た
め
、
彼
此
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

照
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
佐
伯
氏
に
は
「
宋
埋
茶
法
研
究
資
料
」
と
い
う
労
作
が
あ
り
、
本
稿
作
成
に
当
っ
て

は
こ
れ
を
十
分
に
活
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
は
じ
め
に
記
し
て
深
甚
な
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
本
論
に
先
立
っ
て
、
宋
代
の
茶
乃
至
茶
法
の
基
本
的
な
事
項
説
明
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
　
「
茶
は
米
や
塩
と
同
じ
く
、
人
女
に
と
っ
て
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
」
と
は
、
単
二
の
人
士
の
良
く
口
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
窮
民
や
辺
鄙
な
地
方
の
民
で
塩
を
口
に
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ぬ
者
が
い
て
も
、
茶
は
一
日
も
な
く
て
は
か
な
わ
ぬ
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
普
及
し
た
茶
が
、
現
代
日
本
人
の
我
々
が
頭
に
浮
べ
る
茶
と

同
じ
も
の
か
ど
う
か
を
一
応
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
由
来
、
制
度
史
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
と
か
く
制
度
の
外
形
に
賜
わ
れ
、
そ

れ
と
生
き
た
現
実
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
力
の
及
ぶ
限
り
そ
う
し
た
方
向
へ
の
配
慮

を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
の
茶
そ
の
も
の
の
検
討
も
そ
う
し
た
作
業
の
一
環
で
あ
る
。

　
上
流
社
会
か
ら
農
村
末
端
ま
で
普
及
し
た
茶
の
種
類
や
製
法
に
つ
い
て
は
、
高
級
品
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
当
時
の
茶
書
・
要
録
類
に
記
録
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

残
っ
て
お
り
、
故
青
木
正
児
氏
を
中
心
と
し
た
文
化
史
・
名
物
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
、
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社
会
経
済
史
の
史
料
と
つ
き
舎
わ
せ
て
み
る
と
ト
ほ
ぼ
駄
下
の
よ
う
な
定
義
が
で
き
あ
が
る
。
豊
代
の
茶
は
大
ざ
っ
ぱ
に
騰
茶
（
団
茶
）
・
片

茶
・
散
茶
（
末
茶
）
・
草
茶
・
粗
漏
茶
な
ど
に
区
別
さ
れ
る
。
　
こ
れ
は
さ
ら
に
本
来
高
級
固
形
品
で
、
消
費
者
自
身
が
回
金
で
粉
に
し
て
飲
用

に
供
す
る
騰
茶
・
片
茶
と
、
前
二
黒
と
は
生
産
工
程
・
品
質
が
異
り
、
生
産
地
で
は
葉
茶
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
卸
・
小
売
の
段
階
で
石
臼
で
ひ

い
て
粉
末
に
さ
れ
る
散
茶
（
1
1
末
茶
）
、
そ
し
て
葉
茶
形
態
の
ま
ま
飲
用
に
供
さ
れ
る
草
叢
・
粗
黄
茶
に
分
類
で
き
る
。

　
福
建
省
建
州
を
主
産
地
と
し
、
多
く
の
品
種
・
銘
柄
を
持
つ
膿
茶
は
、
宋
一
代
を
通
じ
、
原
則
と
し
て
政
府
の
厳
重
な
統
制
下
に
置
か
れ
、

皇
帝
の
服
用
、
官
員
へ
の
恩
賜
、
外
国
へ
の
賜
与
な
ど
限
ら
れ
た
目
的
に
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
生
産
工
程
、
製
品
の
詳
細
は
、
青
木
氏
の
訳
出

さ
れ
た
「
津
和
御
苑
貢
茶
録
」
　
「
浮
評
別
録
」
に
見
え
る
。
茶
法
上
も
こ
の
膿
茶
は
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
は
触
れ
な
か

　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

つ
た
。
そ
れ
は
茶
法
の
本
筋
か
ら
み
れ
ば
附
随
的
な
意
味
し
か
持
た
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
怨
言
ほ
ど
高
級
品
で
な
い
固
形
茶
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

な
わ
ち
、
茶
の
芽
を
蒸
し
、
こ
れ
を
篶
き
、
模
に
入
れ
て
固
め
、
中
心
に
穴
を
あ
け
て
竹
串
を
さ
し
、
そ
れ
を
焙
っ
て
乾
燥
照
せ
た
も
の
が
片

茶
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
都
市
の
上
流
階
級
の
日
用
に
供
さ
れ
、
役
割
か
ら
す
れ
ば
現
代
の
抹
茶
に
比
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
華

南
・
江
西
な
ど
の
茶
の
大
量
生
産
地
で
は
散
茶
が
生
産
さ
れ
た
。
こ
れ
は
茶
の
葉
を
蒸
し
て
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
服
用
す

る
の
で
な
く
、
消
費
地
で
粉
末
に
加
工
し
、
末
茶
に
し
て
か
ら
飲
用
に
供
さ
れ
た
。
品
物
と
し
て
は
現
代
の
抹
茶
と
同
一
物
で
あ
ろ
う
。
恐
今

く
都
市
の
一
般
人
民
か
ら
、
近
郊
農
村
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
が
日
用
の
茶
で
あ
り
、
当
時
茶
と
い
え
ば
こ
の
末
茶
を
指
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ま
た
粗
黄
茶
（
1
1
粗
茶
・
善
導
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
晩
春
に
採
温
し
、
安
価
で
細
民
が
服
用
す
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
葉
茶
を
蒸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
、
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
現
在
の
番
茶
に
相
当
す
る
と
見
散
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
最
後
に
「
構
想
は
両
漸
に
盛
ん
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
草

茶
で
あ
る
が
、
相
当
な
銘
柄
ま
で
出
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
こ
れ
が
現
代
の
煎
茶
に
比
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
得
代
の
習
慣
・
嗜
好
か
ら
言
う
と
、
煎
茶
は
未
だ
そ
れ
ほ
ど
一
般
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
邸
溶
が
、
　
「
葉
茶
の
飲
用
が
中
国
中
に
行
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
り
、
外
国
夷
狭
も
や
は
り
そ
う
で
あ
る
。
世
間
で
は
末
茶
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
茶
と
い

え
ば
煎
茶
を
第
一
に
頭
に
浮
べ
る
の
は
明
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
茶
の
保
存
と
も
関
係
し
、
ひ
い
て
は
茶
法
の
運
営
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⑫

と
も
微
妙
な
繋
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宋
代
当
時
の
保
存
技
術
・
交
通
運
搬
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
強
力
な
専
売
制
を

行
う
場
合
、
煎
茶
な
ら
よ
り
以
上
に
弊
害
が
生
じ
、
片
茶
・
散
茶
を
軸
と
し
た
茶
法
の
よ
う
に
は
運
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
茶
の
専
売
法
と
い
っ
て
も
、
宋
代
と
明
代
以
後
で
は
種
女
の
点
で
の
差
異
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
こ
う
し
た
宋
代
の
茶
そ
の
も
の

の
性
格
も
何
ら
か
の
形
で
絡
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
茶
法
に
関
す
る
語
彙
で
本
稿
に
頻
出
す
る
権
茶
と
通
商
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
宋
代
の
漁
法
は
終
始
専
売
法
と
し
て
国
家
か
ら
統
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
加
え
ら
れ
、
法
規
以
外
の
販
売
は
刑
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
通
商
法
と
い
う
呼
称
を
使
っ
て
も
、
現
今
の
よ
う
な
全
く
の
自
由
販
売

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
商
人
の
手
を
よ
り
多
く
通
す
、
乃
至
商
販
を
通
ず
る
法
と
い
っ
た
風
に
受
取
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は

確
像
法
と
通
商
法
を
次
の
よ
う
な
区
別
で
使
用
し
て
い
る
。
前
者
は
、
官
が
生
産
者
（
園
戸
）
に
資
金
（
本
堂
）
を
支
給
し
、
生
産
者
は
製
品

の
一
部
を
償
還
・
税
金
と
し
て
納
入
す
る
ほ
か
、
他
は
す
べ
て
官
に
売
渡
す
。
官
は
売
捌
地
そ
の
他
の
制
限
を
つ
け
て
売
圃
場
・
確
雑
務
と
呼

ば
れ
る
特
定
の
場
所
で
商
人
に
売
渡
す
も
の
で
あ
る
。

　
後
者
は
、
官
か
ら
生
産
者
に
資
金
は
与
え
ず
、
商
人
と
生
産
者
が
自
由
に
取
引
し
、
商
人
が
専
売
税
を
払
う
も
の
を
言
う
が
、
こ
の
場
合
で

も
、
価
格
・
取
扱
量
・
販
売
地
な
ど
こ
ま
か
な
制
限
を
加
え
ら
れ
た
。
な
お
茶
の
販
売
商
人
、
と
り
わ
け
客
商
は
、
主
と
し
て
回
線
務
が
発
行

す
る
販
売
手
形
・
許
可
証
・
通
行
証
を
携
帯
す
る
。
こ
れ
は
牽
引
・
交
妙
・
文
紗
・
引
な
ど
と
、
幾
つ
か
の
呼
名
で
史
料
面
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
す
べ
て
交
引
に
統
一
し
て
お
く
。

4　（4）

彌

　
国
初
か
ら
仁
宗
の
嘉
祐
四
年
（
一
〇
五
九
）
に
至
る
約
百
年
間
の
修
法
は
、
宋
の
外
交
・
経
済
問
題
を
裏
に
表
に
反
映
さ
せ
つ
つ
、
別
表
の
ご

と
く
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
し
た
。

　
し
か
し
そ
の
基
本
は
確
漁
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
特
に
揚
子
江
以
北
で
は
、
十
三
山
場
六
細
務
と
総
称
さ
れ
る
機
関
を
出
先
き
に
、
国
都
開
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ゴヒ封ミ前斗三其月遅ミ1法変遷田各三

皇 帝陣紀1 年月｛ 事　　項　1 関係入物

太祖 962 苫葺3．1 蛎春で権茶実施

64 君徳2。夏 商旅渡江の禁・権務の設置

65 3．　9 潅南地方の茶法制定 蘇暁

75 開宝8．11 南唐の減亡

太　宗 77 興国2．2 江以南の茶法強化

八権務の設置

85 雍煕2．3 折中法（入中法）開始

89 端撲2． 海州に確務設置

92 淳化3．7 灘南で貼射法施行

93 4．　2 権守廃止・通商法 劉式

4．　7 権務復活（沿二六務）

貼射法廃止

95 至道　　1 三説法の実施 陳恕

真　宗 1004 量徳　　1 漉淵の盟約

5 2．　5 林特の茶法改革 林特　李薄

19 天轄　　3 三説法の復活

仁　宗 23 天聖1．3 潅南山場の貼射法実施 李諮

25 3．11 河北入中三説法復活 孫爽

36 景祐3．3 貼射法蝿銭法実施 李諮

対西夏戦勃発

40 康定　　1 三説法実施（この年のみ）

42 慶暦　　2 再び両説・更に四説法実施
5」． 皇祐3，2 現銭法復活 韓碕

1059 嘉祐4．2 通商法

三
三
の
権
三
三
が
元
締
め
と
な
る
運
営
形
態
を
と
っ
て

い
た
。
北
宋
前
半
期
の
茶
法
の
い
わ
ば
中
心
と
な
っ
て

活
動
し
た
十
三
山
三
六
確
務
制
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
本
章
で
明
ら
か
に
し

て
み
よ
う
。

　
中
原
王
朝
が
戦
乱
に
明
け
暮
れ
た
五
代
に
あ
っ
て
、

南
方
の
呉
（
南
面
）
、
楚
な
ど
の
諸
国
で
は
栢
対
的
安

定
の
も
と
に
国
内
産
業
の
育
成
が
は
か
ら
れ
、
特
に
茶

は
、
唐
中
期
以
降
の
全
国
的
普
及
に
よ
る
市
場
の
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
背
景
に
、
そ
の
生
産
は
鋭
意
進
め
ら
れ
た
。

　
す
で
に
五
代
の
は
じ
め
、
盧
龍
節
度
使
劉
仁
恭
が
江

南
の
茶
商
を
自
己
の
領
域
外
に
締
出
し
た
話
し
は
有
名

　
　
　
⑮

で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
後
周
の
世
宗
が
若
い
頃
、

郷
の
大
商
と
共
に
江
陵
ま
で
茶
の
取
引
に
行
っ
た
話
し

⑯や
、
ま
た
宋
に
代
っ
て
か
ら
で
も
、
五
代
以
来
の
山
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
軍
閥
資
本
家
が
、
主
と
し
て
異
民
族
と
茶
の
貿
易
を
行
っ
て
い
る
記
事
な
ど
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
五
代
の
乱
世
で
も
、
生
活
必
需
品
の

茶
は
遠
隔
地
商
人
の
主
要
な
、
否
恐
ら
く
最
も
重
要
な
商
品
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
暖
地
性
植
物
の
茶
の
主
産
地

は
、
准
水
以
南
に
限
定
さ
れ
、
と
り
わ
け
江
南
の
江
西
・
安
徽
南
部
・
湖
南
北
部
が
中
心
地
で
あ
っ
た
。
全
国
征
覇
を
着
生
と
実
現
し
て
ゆ
く

後
馬
の
世
宗
・
宋
の
太
祖
・
太
宗
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
茶
の
主
要
生
産
地
を
根
城
に
活
躍
す
る
江
南
商
人
、
そ
し
て
彼
ら
の

5　（5）



持
つ
経
済
力
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
上
に
あ
げ
た
零
細
な
史
料
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
中
原
王
朝
の
立
脚
す
る

華
北
の
商
人
、
軍
閥
資
本
家
と
江
南
商
人
と
の
矛
盾
を
ど
う
解
決
す
る
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
九
六
〇
年
の
建
国
よ
り
七
七
年
の
南

唐
征
服
に
至
る
十
五
年
間
の
、
宋
の
江
南
経
済
政
策
の
中
に
、
そ
れ
は
お
ぼ
ろ
気
な
が
ら
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
存
す
る
史
料
か
ら
辿
る
と
、
建
隆
三
年
（
九
六
一
一
）
劉
湛
が
九
江
と
武
漢
の
中
間
、
藤
春
（
の
ち
の
言
口
）
で
茶
貿
易
の
統
制
を
行
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
二
年
の
ち
の
乾
徳
二
年
に
な
る
と
登
簿
の
ほ
か
逐
次
建
安
（
真
州
・
儀
徴
）
と
漢
学
に
確
貨
務
が
置
か
れ
、
開
封
の

確
労
務
が
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
商
人
が
長
江
を
渡
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現

存
す
る
詔
令
は
す
べ
て
宋
側
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
南
唐
に
対
す
る
理
由
づ
け
と
し
て
は
「
中
国
の
威
勢
を
カ
サ
に
着
た
商
人
が
、
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

江
南
を
侵
蝕
擾
乱
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
事
実
は
、
南
方
商
人
の
北
上
を
妨
げ
る
方
に
重
点
が
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
何

故
な
ら
ば
、
全
国
統
一
後
の
太
平
興
國
二
年
（
九
七
七
）
に
「
江
南
諸
語
の
茶
は
官
が
八
割
を
買
上
げ
、
一
一
割
は
十
分
の
一
宮
を
と
っ
て
許
可
証

を
与
え
自
由
に
売
ら
せ
た
。
．
（
南
方
の
商
人
た
ち
は
）
長
江
・
潅
水
を
渡
渉
し
、
機
を
み
て
利
を
あ
げ
、
国
法
を
棄
乱
し
、
そ
れ
を
手
だ
て
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

不
法
を
行
う
。
厳
禁
が
望
ま
れ
る
」
と
奨
若
水
が
訴
え
て
い
る
事
態
は
、
そ
れ
よ
り
先
、
江
爾
商
人
に
恐
ら
く
恩
恵
的
に
許
さ
れ
た
二
割
の
自

由
販
売
分
の
茶
さ
え
、
江
北
市
場
を
混
乱
さ
せ
る
に
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宋
で
は
、
江
南
諸
国
、
特

に
南
帯
商
人
の
経
済
誌
を
念
頭
に
お
き
、
揚
子
江
沿
い
に
交
易
場
一
確
温
品
を
設
け
江
南
茶
の
江
北
に
入
る
も
の
は
す
べ
て
こ
こ
で
買
上
げ
る

政
策
を
行
っ
た
。

　
翻
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
措
置
は
、
中
原
地
方
に
於
け
る
茶
の
需
給
関
係
に
も
影
響
を
与
え
た
筈
で
あ
る
。
中
原
市
場
か
ら
南
方
商
人
が
締

出
さ
れ
た
時
、
以
前
彼
ら
が
持
っ
て
来
て
い
た
茶
が
、
そ
っ
く
り
同
質
同
量
、
確
弱
毒
の
窓
口
を
通
っ
て
中
原
に
入
っ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。　

霊
徳
三
年
（
九
六
五
）
九
月
、
蘇
暁
が
潅
南
転
運
使
に
任
命
さ
れ
、
准
南
六
州
の
茶
を
十
四
の
山
場
（
官
が
生
産
着
か
ら
買
上
げ
客
商
に
売
る

機
関
）
で
売
買
す
る
施
策
が
瀾
始
さ
れ
九
。
こ
の
准
南
山
場
に
お
け
る
潅
遍
照
の
権
茶
こ
そ
は
、
沿
江
確
貨
務
扱
い
の
江
南
茶
と
並
行
し
て
．

6　（6）
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い
ご
嘉
祐
四
年
ま
で
、
車
の
両
輪
の
よ
う
に
中
原
の
茶
事
の
担
い
手
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
准
南
西
路
（
安
徽
省
中
西
部
・
河
南

省
南
東
部
）
の
丘
陵
地
帯
を
中
心
に
設
置
さ
れ
た
山
場
は
仁
徳
三
年
度
一
時
に
業
務
を
開
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
蘇
州
の
洗
馬
場
な
ど
は
こ

の
時
に
設
け
ら
れ
た
山
場
で
あ
る
が
、
石
橋
場
は
開
宝
二
年
（
九
六
九
）
、
寿
州
の
霧
山
場
は
太
平
興
国
六
年
（
九
八
「
）
、
砂
州
悪
質
場
は
淳
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
（
九
九
一
）
と
、
十
三
山
場
が
揃
う
ま
で
に
三
十
年
近
い
歳
月
を
費
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
潅
南
の
茶
生
産
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
ピ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
潅
南
地
方
の
茶
生
産
は
、
箭
州
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
代
時
代
に
も
曇
る
程
度

は
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
江
南
の
よ
う
に
良
質
の
茶
を
大
量
に
産
す
る
と
い
っ
た
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
茶
木

の
生
育
に
必
要
な
自
然
条
件
は
備
え
て
い
た
た
め
、
後
周
あ
る
い
は
宋
王
朝
は
こ
こ
で
江
南
の
茶
に
対
処
す
る
必
要
か
ら
、
政
策
的
に
茶
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

産
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
宋
初
そ
の
推
進
に
当
っ
た
の
が
蘇
暁
と
か
劉
幡
と
か
い
っ
た
連
中
で
、
彼
ら
は
か
な
り
強
引
に
、
急
ピ
ッ
チ
で
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
方
の
茶
生
産
を
遂
行
し
た
。
そ
れ
は
一
応
の
成
功
を
収
め
、
准
南
山
場
体
系
が
で
き
あ
が
っ
た
が
、
同
時
に
准
南
の
人
民
に
大
き
な
苦
痛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
蘇
暁
が
の
ち
に
水
死
し
た
時
、
准
南
で
は
ど
の
家
で
も
慶
賀
し
た
と
い
う
逸
話
は
、
こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
、

よ
り
良
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
開
宝
八
年
（
九
七
五
）
の
南
唐
滅
亡
後
も
、
権
益
務
体
制
は
強
化
さ
れ
、
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
に
は
新
し
く
、
鄙
州
・
復
州
・
褻
陽
・
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

為
軍
と
、
水
陸
幹
線
路
の
要
衝
に
は
網
の
目
の
よ
う
に
寮
務
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
端
洪
二
年
（
九
八
九
）
の
海
州
櫨
貨
務
の
創
設
に
よ
っ

て
、
八
確
認
務
が
出
揃
う
こ
と
に
な
る
。
淳
化
四
年
（
九
九
三
）
通
商
法
を
主
張
す
る
劉
式
の
献
議
が
容
れ
ら
れ
て
、
数
ケ
月
間
権
貨
務
は
廃
止

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
る
。
し
か
し
復
州
・
落
陽
を
除
く
六
識
園
務
（
海
州
・
真
際
・
無
為
・
蒔
田
・
漢
陽
・
郵
州
）
は
間
も
な
く
復
活
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
権

務
山
場
制
度
の
試
行
錯
誤
期
間
と
も
い
う
べ
く
、
淳
化
四
年
七
月
の
十
三
山
場
六
輝
貨
の
定
置
以
後
、
宋
の
潮
騒
法
は
本
格
的
に
運
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
で
は
次
に
山
場
と
樒
務
は
ど
の
よ
う
に
異
っ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
山
場
か
ら
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
宋
異
質
の
産
茶
・
売
茶
額
一
覧
を
眺
め

る
と
、
潅
南
山
場
の
茶
は
す
べ
て
散
茶
で
、
そ
の
価
格
も
中
直
と
し
て
上
・
中
・
下
三
等
に
限
ら
れ
、
地
域
的
な
特
産
銘
柄
の
よ
う
な
も
の
は

7　（7）



藁
クLt

天墾三年鏡
潤貝綱100
斤につきプ
ラス（斤）

50

潅南山場三毛茶価一覧表

州署名

取扱茶額（買茶額）@　（斤）1
散茶買売価格（一斤・銭）

需要陣筆談1上・買i売1中・買i売1下・買iが

45

T0

U0

S0

S0

S0

S0

S0

S0

S5

S5

@
　
4
5

出月下i
冗・買i

22．0

22．0

22．0

56．D

58．8

58．8

10，2　1　49．0

17．6　i　40．6

24．2

27．3

24．2

22．0

22．0

22．0

22．0

52．5

63．0

69．0

69．0

63．0

63．0

56．0

15．4

24．2

22．0

22．0

27．0

18．7

15．4

33．6

56．0

49．0

51．e

67．1

50．4

3Zl

。6

ｨ
2
2
。
8
。
8
ゆ
石
9
2
8
5
の
。
6
£
’
5

黄州麻城 217，408 284，274 35．2i70．0 29．7i61

蘇州洗馬 L221，887 400，000 3＆5i84．0 33．Oi75

石橋 2，004，729 550，000 35・2；79．8 29．7i67

王漢 573β32 182，227 35．2i79．8 　　，Q9，7i67

寿州獲山 845，084 532β09 34．1i88．2 30．1i79

麻歩 423，600 331β33 34．1i88．2 30．1i79

開順 368，838 269，077 33．oi80．5 28，6i70

光州光山 188，191 307，216 17．6i38

商城 383，263 400，553 34．1｝73．5 30．8i67

子安 133，562 228，030 33．0170．0 27，5i59

舎洲羅源 318，150 185，082 28．Oi63．0 25．Oi56

太湖 L214，148 829，032 38．5；86，2 33ゆi75

龍渓 27．5i67．2 24．2；58

臆州王同 776，127 297β28 26．4i56．0 19．8i45

全
く
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
規
格
品
的
な
茶
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
試

み
に
潅
南
十
四
山
場
に
関
係
す
る
統
計
数
値
を
表
示
す
る
と
上
の
よ
う
に
な
る
。

　
潅
南
茶
の
平
均
卸
売
価
格
は
、
一
斤
、
上
七
六
・
六
銭
、
中
六
四
・
九
銭
、
下

五
六
・
一
銭
で
あ
り
全
体
の
平
均
を
六
六
銭
程
度
と
み
る
と
、
北
宋
前
期
の
総
生

産
蟄
八
六
七
万
斤
で
約
五
七
万
貫
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
山
場
に
お
け
る
生
産
地

価
格
総
計
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
庫
へ
の
実
収
は
こ
れ
を
遙
に
下
回
る
。

す
な
わ
ち
、
山
場
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
直
接
生
産
者
一
碧
戸
に
対
し
て
、
一
斤

五
十
六
銭
の
追
号
散
茶
を
例
に
と
る
と
、
二
十
五
銭
の
上
銭
（
前
貸
資
金
）
を
支

給
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
方
山
場
に
来
る
商
人
に
対
し
て
は
、
二
十
一
銭
の
利

ざ
や
を
と
っ
て
売
渡
す
か
ら
、
こ
の
分
だ
け
が
実
益
（
浄
利
）
に
な
る
筈
で
あ
っ

た
。
し
か
し
実
際
に
は
山
場
官
吏
の
俸
給
を
差
引
き
、
売
残
り
の
茶
の
赤
字
分
を

考
慮
に
入
れ
た
り
す
る
と
、
西
南
茶
の
浄
利
が
、
宋
朝
の
国
家
財
政
に
直
接
何
程

の
寄
与
を
し
た
か
甚
だ
疑
わ
し
く
な
っ
て
来
る
。
乾
徳
三
年
の
蘇
暁
の
百
万
繕
と

い
う
利
益
は
、
恐
ら
く
浄
利
と
本
訴
を
合
わ
せ
た
数
字
で
、
浄
利
五
十
～
六
十
万

貫
と
い
う
数
字
も
実
際
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
と
ら
れ
る
。
真

宗
か
ら
仁
宗
時
代
に
か
け
て
、
辺
境
地
帯
へ
の
軍
糧
納
入
の
代
価
が
茶
で
支
払
わ

れ
始
め
る
と
、
山
場
・
工
務
で
支
給
さ
れ
る
茶
の
星
が
交
引
表
記
額
よ
り
数
十
．
パ

ー
セ
ン
ト
多
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
例
え
ば
百
貫
分
の
茶
を

五
十
五
貫
で
売
る
、
つ
ま
り
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
が
行
わ
れ
る
た
め
、
特
に
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准
南
山
場
の
茶
の
貨
幣
収
益
分
は
甚
し
く
低
下
し
て
し
ま
う
。
当
時
、
潅
南
茶
利
の
基
準
額
は
五
十
万
貫
と
き
め
ら
れ
て
い
た
が
、
天
瀬
五
年

（一

ｶ
＝
）
に
は
二
十
三
万
貫
に
し
か
達
せ
ず
、
こ
れ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
び
き
と
す
る
と
十
三
万
貫
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
中
か
ら
本
納
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

貫
を
差
引
く
と
、
浄
利
は
三
万
貫
で
、
こ
れ
で
は
山
場
官
の
俸
給
も
覚
束
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
、
せ
め
て
本
銭
分
を

商
人
に
肩
代
り
さ
せ
る
貼
射
法
が
行
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
当
初
の
極
く
一
時
期
を
除
き
潅
南
茶
の
貨
幣
収
益
は
、
国
家
財

政
を
直
接
に
太
ら
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
専
売
示
度
運
用
上
の
手
段
と
し
て
よ
り
多
く
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
准
南
茶
を
扱
う
商
人
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
ま
か
な
点
は
史
料
的
制
限
に
よ
り
隔
靴
掻
痒
の
感
が
あ
る
が
、
散
茶
の
み

で
比
較
的
等
質
・
安
価
な
野
南
茶
は
、
華
北
一
帯
の
都
市
、
近
郊
農
村
を
主
要
市
場
に
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
上
述
し
た
よ
う
に
山
場
か
ら

都
市
鋪
戸
へ
卸
さ
江
、
そ
こ
で
末
茶
に
し
て
消
費
者
に
渡
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
さ
ば
り
、
保
存
に
問
題
が
あ
り
、
単
位
隻
数
当
り
の
利
潤
の
少

い
散
茶
は
、
次
に
述
べ
る
確
務
扱
い
の
片
茶
と
は
自
ら
異
っ
た
商
人
層
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
。
果
し
て
、
　
「
十
三
山
場
の
茶
は
、
従
来
多
く

　
　
　
　
　
　
⑯

小
客
が
興
販
す
る
」
と
い
う
零
細
な
記
録
が
見
ら
れ
る
。
山
場
・
権
務
の
茶
は
大
量
の
卸
売
が
原
則
で
、
交
引
一
道
は
百
斤
乃
至
千
斤
と
い
っ

た
ま
と
ま
っ
た
量
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
小
商
と
い
っ
て
も
逼
る
程
度
の
資
力
は
備
え
て
い
た
ろ
う
が
、
茶
業
界
を
牛
耳

る
大
ギ
ル
ド
商
人
か
ら
み
る
と
小
商
と
い
う
範
躊
で
と
ら
え
ら
れ
る
客
商
で
あ
り
、
彼
ら
が
准
南
山
場
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
注
意
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
て
よ
か
ろ
う
。
つ
け
加
え
れ
ば
、
貼
射
法
実
施
以
後
、
江
南
山
場
で
は
十
斤
、
二
十
斤
と
買
う
全
く
の
小
商
人
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
溺
谷
な
上
、
密
売
の
弊
害
を
起
し
や
す
か
っ
た
と
み
え
、
の
ち
八
十
斤
以
上
で
一
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
単
位
を
な
す
者
に
し
か
売
渡
さ
鳳
と

い
う
制
限
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
小
商
は
全
く
の
地
方
的
な
小
商
人
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
潅
南
茶
の
直
接
生
産
に
あ
た
る
園
戸
に
つ
い
て
み
る
と
、
各
山
場
が
、
一
定
の
取
扱
出
額
を
き
め
ら
れ
そ
こ
か
ら
一
定
の
前
貸
資
金
を

与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
裏
戸
は
毎
年
そ
れ
に
み
あ
う
品
質
の
茶
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
茶
が
売
れ
ぬ
時
は
責
任
は
園
戸
に
転
嫁

さ
れ
る
し
、
晶
種
・
生
産
量
な
ど
の
経
営
の
自
主
制
は
殆
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
舞
戸
の
逃
亡
、
茶
園
の
荒
廃
と
い
っ
た
現
象

も
稀
で
は
な
く
、
生
産
量
が
低
下
す
る
と
、
規
定
額
を
売
ろ
う
と
す
る
山
場
で
は
古
い
茶
や
爽
雑
物
を
入
れ
た
悪
質
茶
で
も
取
扱
い
、
そ
う
な
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⑰

る
と
商
人
が
山
場
に
寄
り
つ
か
な
く
な
り
，
売
れ
ぬ
分
の
し
め
つ
け
が
残
っ
て
い
る
園
戸
に
か
か
る
悪
循
環
が
生
じ
て
来
る
。
こ
の
現
象
は
必

ず
し
も
潅
南
特
有
の
も
の
で
な
く
、
江
南
で
も
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
自
然
条
件
に
劣
り
、
官
の
強
制
を
受
け
る
度
合
の
強
か
っ
た
潅
南
で

は
特
に
激
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
場
開
始
期
に
近
い
会
要
の
統
計
と
、
遅
い
時
期
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
『
夢
漢
筆
談
』
の
統
計
を
比

較
し
て
み
る
と
、
産
茶
額
は
お
お
む
ね
減
少
の
方
向
を
辿
り
、
特
に
産
額
の
多
い
茶
場
ほ
ど
そ
れ
が
著
し
い
。
ま
た
個
別
的
な
例
と
し
て
は
、

か
つ
て
百
七
万
斤
の
規
定
額
の
あ
っ
た
石
橋
場
が
た
っ
た
十
万
斤
に
お
ち
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
嘉
祐
四
年
の
通
商
法
実
施
以
後
は
、
准

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

立
茶
に
関
す
る
記
事
は
殆
ん
ど
姿
を
消
し
、
血
肝
に
入
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
統
計
で
も
、
欝
・
盧
・
麟
・
寿
の
四
州
で
僅
か
一
万
九
千
斤
と
二

万
二
千
斤
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
こ
の
数
値
は
か
っ
て
最
も
産
額
の
少
か
っ
た
山
場
の
十
分
の
一
程
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
振
返
っ

て
み
て
も
、
潅
南
十
三
山
場
の
茶
は
、
北
宋
の
茶
々
売
政
策
の
た
め
の
重
要
な
手
段
と
し
て
、
上
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
政

策
が
転
換
す
る
と
消
滅
す
る
運
命
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
十
三
山
場
よ
り
は
る
か
に
強
く
北
面
の
財
政
問
題
と
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
た
の
は
六
器
務
で
あ
っ
た
。
江
南
地
方
の
茶
は
、
該
当
地
に
於

け
る
消
費
分
や
福
建
の
騒
茶
を
除
き
、
す
べ
て
官
で
買
上
げ
ら
れ
、
門
訴
（
船
団
）
を
組
ん
で
六
樒
貨
務
に
運
び
こ
ま
れ
る
。
開
封
巻
首
務
へ

置
銭
・
金
銀
を
代
価
と
し
て
納
入
し
、
或
は
辺
境
へ
穀
物
を
納
入
し
て
そ
の
か
わ
り
に
袖
引
を
貰
っ
た
商
人
は
六
七
務
に
赴
い
て
茶
を
受
取
る
。

真
宗
か
ら
仁
宗
時
代
の
山
場
盲
鰻
完
成
期
に
は
江
南
の
茶
は
巧
妙
に
各
総
務
に
按
分
さ
れ
て
い
る
。
江
蘇
省
江
南
部
・
漸
江
省
を
包
含
す
る
両

子
心
十
州
一
中
心
産
地
は
杭
州
・
湖
州
と
方
臓
の
乱
の
起
点
と
な
っ
た
睦
州
1
の
茶
は
す
べ
て
開
封
に
そ
う
遠
く
な
く
、
沐
水
の
入
口
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

近
い
海
州
権
貨
務
に
送
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
全
部
片
茶
で
、
し
か
も
一
斤
あ
た
り
の
買
入
価
格
は
最
高
三
四
二
銭
、
最
低
百
三
十
二
銭
、
平
均

百
六
十
五
銭
、
売
捌
価
格
は
最
高
一
貫
（
千
銭
）
、
最
低
七
五
八
銭
、
平
均
八
四
二
銭
と
、
甲
南
茶
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
高
級
品
で
あ
る
。
他

方
、
揚
子
江
中
流
の
要
地
、
邪
州
（
江
陵
府
）
・
漢
陽
軍
確
専
務
で
も
同
じ
よ
う
な
性
格
が
み
ら
れ
る
。
邪
州
擁
貨
務
は
湖
南
省
武
州
（
長
沙
）

産
で
独
行
・
霊
華
・
緑
芽
等
の
銘
柄
の
、
平
均
買
入
価
格
二
六
九
銭
、
売
捌
六
六
五
銭
の
大
方
茶
（
大
き
な
方
形
の
片
茶
か
）
と
岳
州
を
中
心

と
し
た
湖
北
省
南
部
の
片
茶
（
平
均
買
入
価
格
一
五
四
銭
、
売
捌
価
格
五
二
〇
銭
）
を
扱
い
、
漢
陽
軍
樒
省
務
は
恐
ら
く
何
ら
か
の
政
策
葡
意
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図
で
本
州
産
の
片
茶
を
取
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
生
州
・
池
州
・
饒
州
を
主
産
地
と
す
る
江
東
路
（
安
徽
省
江
南
部
）
の
片
茶
（
平
均
鷹
。
貝
上
価

格
一
一
〇
銭
、
売
捌
価
格
五
＝
銭
）
は
真
州
と
無
為
軍
に
分
散
さ
れ
る
が
、
こ
の
両
確
貨
務
で
は
一
部
潭
州
の
大
方
茶
も
扱
い
、
ま
た
江
南

で
最
も
産
出
量
の
多
い
興
国
軍
ほ
か
江
東
路
の
散
茶
を
売
る
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
最
後
に
薪
口
罹
務
で
は
潭
州
の
大
方
茶
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

洪
州
（
南
昌
）
を
主
産
地
と
す
る
江
西
の
散
茶
が
集
め
ら
れ
た
。
六
権
力
の
う
ち
、
海
州
と
界
層
の
茶
が
商
人
に
特
に
望
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は

品
質
・
保
存
・
運
搬
の
便
宜
等
を
綜
合
的
に
考
え
て
最
も
利
潤
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
大
資
本
の
ギ
ル
ド
茶
商
は
こ
の
煙
客
の
茶
を
一
手
に
取

扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
辺
境
納
入
穀
物
の
代
価
を
茶
で
支
払
う
入
中
中
（
三
選
・
四
説
法
）
開
始
以
後
、
六
磯
鶏
茶
に
も
割
増
が
つ
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
、
海
州
・
那
州
の
茶
は
割
引
率
が
低
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
山
場
通
号
は
揚
子
江
以
北
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
江
南
の
茶
法
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
も
言
及
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
茶
の
主
産
地
を
包
括
す
る
江
南
地
方
で
は
、
生
産
者
が
地
租
や
労
役
の
代
替
と
し
て
納
入
す
る
租
茶
、
折
税
茶
を
除
き
、

他
の
す
べ
て
の
茶
は
甘
茶
場
を
通
し
て
政
府
に
買
上
げ
ら
れ
た
。
異
母
場
で
は
、
そ
の
茶
を
定
め
ら
れ
た
品
質
・
分
量
に
仕
分
け
し
て
沿
江
六

曜
務
に
送
り
、
地
元
消
費
分
に
つ
い
て
は
、
利
ざ
や
を
と
っ
て
売
鮮
場
か
ら
売
出
し
た
。
買
茶
場
（
同
時
に
売
茶
場
）
は
茶
を
産
出
す
る
州
軍
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

単
位
に
設
け
ら
れ
、
の
ち
に
は
こ
れ
が
堅
陣
場
と
呼
ば
れ
る
組
織
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
江
南
に
於
て
も
売
茶
畑
で
売
ら
れ
る
茶
は
か
な
り

蹴
っ
た
量
一
卸
売
で
、
客
商
は
そ
れ
を
州
県
城
の
舖
戸
、
農
村
へ
の
行
商
に
卸
し
、
そ
こ
か
ら
消
費
者
に
渡
る
順
序
に
な
る
。
江
南
茶
場
の
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

体
的
な
姿
を
浮
び
あ
が
ら
せ
て
く
れ
る
史
料
は
非
常
に
少
い
が
、
太
宗
時
代
、
江
南
征
服
の
後
車
ら
く
し
て
各
個
の
買
上
・
売
捌
割
当
額
が
き

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

　
　
　
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
監
場
官
や
地
方
官
の
勤
務
評
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
茶
に
限
ら
ず
、
専
売
法
全
般
や
商
税
に

ま
り

於
け
る
こ
う
し
た
ノ
ル
マ
制
は
、
内
容
の
如
何
を
間
わ
ず
額
面
の
陸
棲
が
合
え
ば
そ
れ
で
良
い
と
い
う
弊
害
を
生
む
が
、
広
大
な
中
国
で
ま
が

り
な
り
に
も
専
売
法
を
運
用
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
多
少
の
マ
イ
ナ
ス
面
は
眼
を
つ
ぶ
っ
て
で
も
こ
れ
を
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

㍉
・
の
ほ
か
・
擬
的
な
買
茶
場
の
設
置
が
生
産
地
か
ら
茶
を
運
ぶ
の
に
支
障
を
き
た
し
た
例
や
茶
を
売
捌
一
時
に
恐
ら
雪
空
商
人
に

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

縄
合
を
作
ら
せ
た
例
な
ど
も
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
江
南
渋
茶
場
で
、
ど
ん
な
茶
が
売
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
宋
会
要
の
統
計

u （11）
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を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
茶
を
産
し
な
い
鷺
洲
（
鎮
江
）
で
は
一
部
建
州
の
膿
茶
数
種
と
睦
州
・
湖
州
の
散
茶
が
売
ら
れ

て
い
た
こ
と
、
同
じ
く
茶
を
産
出
せ
ぬ
江
寧
府
（
金
陵
）
で
は
、
や
は
り
濠
州
の
職
茶
の
ほ
か
、
嚢
州
の
片
茶
、
広
徳
軍
と
池
州
、
宣
州
の
散

茶
、
莫
州
の
粗
黄
茶
が
売
ら
れ
る
な
ど
の
配
分
関
係
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
全
体
的
に
は
、
生
産
地
の
該
当
州
軍
を
核
と
し
、
生
産

地
の
茶
は
生
産
地
消
費
と
い
う
原
則
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
茶
は
、
低
価
格
の
散
茶
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
江
南
東
西
路
で
は
、
売
渡
価
格
最
高
五
十
銭
程
度
か
ら
最
低
二
十
銭
平
均
三
十
七
銭
、
両
漸
路
で
は
最
高
九
十
銭
程
度

か
ら
、
最
低
三
十
銭
ま
で
平
均
六
十
銭
で
、
そ
の
価
格
差
も
少
く
、
種
類
も
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
推
測
す
る
と
、
江
南

売
磁
場
で
売
ら
れ
る
茶
は
、
州
県
を
単
位
と
し
た
地
域
的
小
市
場
を
対
象
と
し
、
大
部
分
が
安
い
散
茶
で
あ
り
、
従
っ
て
消
費
者
も
一
般
市
民
・

農
民
が
中
心
で
あ
り
、
取
扱
う
商
人
も
ま
た
樒
貨
務
を
根
城
と
す
る
よ
う
な
巨
商
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
江
南
茶
場
で
売
ら
れ

る
茶
は
、
と
か
く
数
量
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
い
う
粗
悪
な
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
王
安
石
は
新
し
く
良
い
茶
は
巨
石
に
計
算
支
給
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
、
古
く
悪
い
も
の
は
南
方
で
売
ら
れ
る
と
嘆
じ
て
い
る
。
江
南
の
茶
が
北
宋
の
茶
法
全
体
の
中
で
占
め
た
役
割
は
い
ま
一
つ
判
然
と
せ
ぬ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

景
核
三
年
（
｝
〇
三
六
）
に
葉
清
臣
が
述
べ
て
い
る
全
国
で
売
る
食
茶
は
本
落
合
わ
せ
て
三
十
四
万
と
い
う
の
に
相
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
す
れ
ば
彼
の
言
う
山
場
樫
務
の
収
入
五
十
九
万
貫
、
商
税
五
十
七
万
貫
を
合
わ
せ
て
百
分
比
を
出
す
と
、
茶
利
の
約
二
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
る
。①

こ
こ
で
は
戦
前
の
古
典
的
研
究
は
除
外
し
た
。
そ
れ
ら
の
殆
ん
ど
は
佐
伯
・
河

　
上
図
文
中
に
消
化
吸
収
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
佐
伯
論
文
は
順
に
、
『
京
都

　
大
学
文
学
部
五
十
週
年
記
念
論
叢
』
（
一
九
五
六
）
、
　
『
二
方
学
』
一
七
（
一
九
五

　
八
）
、
『
岡
山
史
学
』
十
（
～
九
六
一
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
論
文
は

　
『
中
國
史
研
究
第
一
』
（
一
九
六
九
）
、
後
二
者
は
『
中
国
史
研
究
第
二
』
（
一
九

　
七
一
、
い
ず
れ
も
東
洋
史
研
究
叢
刊
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
河
上
論
文
は
そ
れ

　
ぞ
れ
、
　
『
｛
果
方
愚
甥
㎞
二
十
⊥
一
　
（
～
九
六
二
）
、
『
史
脚
†
等
軸
鋤
』
七
～
ノ
十
～
　
（
一
九

　
六
二
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

②
斯
波
義
儒
「
宋
代
商
業
史
研
究
の
た
め
の
覚
書
」
（
『
史
学
雑
誌
』
些
フ
六
、

　
一
九
六
三
）
、
吉
田
寅
・
千
葉
漿
「
唐
宋
専
売
舗
度
史
研
究
の
動
向
」
　
（
『
史
潮
隠

　
九
十
七
、
一
九
六
六
）
。

③
『
東
方
学
』
六
、
～
九
五
三
。

④
東
方
文
化
研
究
所
刊
、
一
九
賜
一
。

⑤
薫
賄
川
文
集
巻
七
十
、
「
議
茶
法
」
（
前
略
）
夫
茶
之
民
期
、
等
於
米
塩
、
不

　
一
現
一
日
以
醗
…
。
そ
の
他
似
た
よ
・
り
な
記
述
は
、
李
鼠
講
文
焦
鉱
苞
十
六
、
　
「
嘗
顯
困
雌
爪

　
第
十
」
に
も
、
日
茶
非
古
也
、
源
於
江
左
、
流
於
天
下
、
浸
淫
於
近
代
、
君
子
小

12　（12）
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人
聞
不
嗜
也
、
寓
貴
貧
賎
縢
不
用
也
。
と
形
を
か
え
て
出
て
上
る
。

⑥
楊
亀
山
文
集
巻
四
、
「
論
時
事
劉
子
」
（
前
略
）
附
置
窮
荒
事
民
、
有
経
歳
不

　
食
塩
者
、
鏡
面
不
可
　
日
無
也
、
一
遍
無
漏
欝
病
夷
。

⑦
青
木
正
児
全
集
第
八
巻
所
収
『
中
華
留
書
』
の
う
ち
、
「
喫
茶
小
史
」
｝
九
一

　
一
二
〇
五
頁
、
「
茶
録
」
以
下
の
部
分
二
六
九
一
三
一
五
頁
、
「
茶
事
拾
遺
」
の
前

　
半
、
三
七
九
－
三
八
六
頁
。

⑧
霜
覆
元
豊
二
年
以
後
の
一
時
期
、
懸
茶
が
一
般
に
も
置
旧
と
し
て
解
放
さ
れ
た

　
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
深
く
触
れ
な
い
。

⑨
注
⑥
に
続
い
て
昔
時
晩
春
採
造
、
謂
之
黄
茶
、
毎
斤
不
過
三
二
十
銭
、
故
細
驚

　
得
以
厭
食
。
と
あ
る
。
宋
会
要
食
貨
二
九
の
売
茶
額
を
み
て
も
、
ヒ
粗
黄
鳥
は
一
斤

　
四
十
銭
前
後
で
　
番
安
価
な
茶
の
部
類
に
入
っ
て
い
る
。

⑩
蒔
田
録
巻
一
。
臓
茶
盛
於
劔
建
、
草
茶
園
於
両
漸
、
養
鶏
之
晶
、
日
注
脚
第
一
、

　
自
景
祐
已
後
、
洪
州
蔓
井
白
芽
漸
盛
、
近
歳
製
作
尤
精
、
嚢
以
紅
紗
、
不
過
一
二

　
両
、
以
常
話
芸
数
斤
養
之
、
用
語
暑
湿
之
気
、
其
贔
遠
帰
日
玉
上
、
遂
為
草
茶
第

　
一
。
ま
た
最
近
古
林
森
広
氏
が
「
北
宋
の
水
磨
茶
専
売
に
つ
い
て
」
　
（
明
石
工
専

　
『
研
究
紀
要
』
六
）
を
発
表
さ
れ
、
や
は
り
茶
の
品
種
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て

　
お
ら
れ
る
が
、
私
に
は
な
お
承
服
で
き
ぬ
部
分
が
あ
る
。

⑪
　
大
学
術
書
補
巻
二
十
九
、
「
山
沢
之
制
下
」
（
前
略
）
元
志
猶
有
末
茶
理
説
、

　
今
世
惟
閾
広
特
用
末
茶
、
爺
葉
茶
之
用
、
遍
於
中
国
、
而
外
夷
亦
然
、
世
不
復
知

　
有
末
茶
夷
。

⑫
例
え
ば
明
史
食
貨
志
茶
法
の
条
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
中
心
論
題
は
、
西
・
北

　
異
民
族
と
の
茶
馬
貿
易
で
、
内
地
で
は
宋
代
後
半
に
は
じ
ま
る
交
際
法
の
形
式
が

　
踏
襲
さ
れ
、
樋
代
の
よ
う
に
は
各
方
面
に
か
か
わ
る
政
治
・
社
会
問
題
を
惹
起
し

　
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

⑬
　
河
上
氏
は
、
注
③
論
文
に
於
て
、
北
宋
の
茶
亭
を
三
期
に
分
け
、
徽
宗
崇
寧
元

　
年
以
後
北
宋
宋
ま
で
を
権
茶
法
の
時
代
と
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
の
定
義
で
は
必

　
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
ぬ
。
第
四
章
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
崇
寧
の
擁
茶
話
は
実
質
的

　
に
は
一
年
で
通
商
法
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
馬
端
臨
も
（
崇
寧
）
四
年
、
（
薬
）

　
京
議
更
革
、
　
（
中
略
）
按
京
崇
寧
元
年
所
行
、
乃
日
豊
之
法
、
是
年
所
行
、
乃
通

　
商
之
法
、
倶
諮
引
露
盤
商
税
、
再
三
祖
宗
滋
雨
耳
（
文
献
通
考
十
八
）
。
と
い
う

　
よ
う
に
、
や
は
り
通
商
法
の
範
疇
に
入
れ
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
資
治
通
鑑
二
六
六
、
後
梁
紀
、
瀾
平
一
　
年
七
月
。
湖
南
判
官
高
郁
、
請
聴
畏
自

　
采
茶
、
売
於
北
客
、
収
其
征
、
以
謄
軍
、
楚
王
陪
従
之
、
秋
七
月
、
股
奏
於
汁
荊

　
嚢
唐
鄙
復
州
、
置
圓
図
務
、
運
茶
慰
籍
南
北
売
之
、
以
易
細
戦
馬
而
帰
、
衡
歳
貢

　
茶
二
十
五
万
斤
、
詔
許
之
、
湖
南
由
是
富
謄
。
と
い
っ
た
記
事
か
ら
こ
う
し
た
想

　
定
を
す
る
の
は
見
当
外
れ
で
は
な
か
ろ
う
。

⑮
　
資
治
通
鑑
二
六
六
、
後
面
紀
、
開
平
元
年
三
月
。
葦
戸
節
度
使
劉
仁
恭
（
中

　
略
）
又
禁
江
南
茶
商
、
無
導
入
境
、
自
認
山
中
草
木
、
為
茶
、
驚
之
。

⑮
五
代
史
補
巻
五
、
「
世
宗
間
ト
」
。
世
宗
在
畏
間
、
嘗
与
郷
中
大
商
額
跣
氏
・
忘

　
其
名
、
径
江
陵
、
販
売
醤
蝦
。

⑰
宋
突
嵩
置
五
、
張
永
徳
伝
。
　
（
前
略
）
自
五
代
用
兵
多
姑
息
、
円
高
縦
恣
部
下

　
販
講
、
宋
初
功
臣
猶
習
旧
事
、
（
中
略
）
永
徳
在
太
原
、
嘗
令
親
子
阪
茶
規
利
、

　
闘
詩
男
能
市
弟
。
な
お
宮
崎
市
定
氏
「
五
代
史
上
の
軍
閥
資
本
家
」
（
一
九
閥
八
）

　
『
ア
ジ
ア
史
研
究
三
』
　
（
｝
九
穴
三
）
所
収
を
参
照
。

⑱
続
資
治
通
常
長
編
（
以
下
長
編
と
略
称
）
三
ノ
ニ
、
建
隆
三
年
正
丁
丁
亥
。
以

　
監
察
御
史
劉
湛
、
為
繕
篭
鳥
中
、
湛
叢
叢
確
茶
漉
斬
春
、
歳
入
増
倍
、
遷
拝
越
級
、

　
非
旧
典
也
（
原
注
・
湛
未
見
）
。

⑲
長
編
五
ノ
十
二
、
盛
徳
二
年
八
月
辛
酉
。
初
令
京
師
・
建
安
．
漢
陽
．
断
口
、

　
並
置
場
権
茶
。

⑳
長
編
五
ノ
十
二
、
謙
徳
二
年
七
月
雪
濁
。
始
於
江
北
・
麗
折
博
務
、
禁
商
旅
過

　
江
、
詔
諭
唐
主
、
想
其
挾
中
国
之
勢
、
有
所
侵
擾
也
。

⑳
宋
会
要
黒
椀
（
以
下
会
要
と
略
称
）
食
貨
三
十
ノ
一
、
太
平
興
国
二
年
正
月
。
江

　
南
転
落
使
中
藍
言
言
、
江
南
芸
州
茶
、
官
市
十
分
之
八
、
其
二
分
・
量
税
取
其
什
一
、

　
給
公
論
、
令
自
売
、
鍮
江
直
心
、
乗
時
取
利
、
棄
石
国
法
、
限
言
為
姦
、
望
厳
禁

13　（13）



　
之
。
な
お
宋
初
の
沿
江
権
道
の
意
味
に
つ
い
て
は
南
宋
の
陳
恵
良
の
指
摘
も
こ
の

　
通
り
で
あ
る
。
止
斎
陳
氏
日
、
王
徳
時
、
東
南
六
盗
、
猛
追
帰
職
方
、
除
尚
未
平
、

　
太
祖
権
法
、
蓋
禁
南
商
檀
有
中
州
之
利
、
故
概
場
以
買
之
（
文
献
通
考
十
八
）
。

⑫
　
長
編
六
ノ
十
三
、
乾
徳
三
年
九
月
黒
幕
。
以
度
支
郎
中
蘇
暁
、
為
港
南
転
運
使
、

　
暁
建
議
、
確
斬
黄
騰
寿
五
州
茶
、
置
十
四
場
、
籠
其
利
、
歳
入
百
鍮
万
縄
。
こ
こ

　
の
五
州
を
佐
伯
氏
は
隠
州
に
直
し
、
州
名
に
光
を
補
っ
て
お
ら
れ
る
。
従
う
べ
き

　
で
あ
ろ
う
。
但
し
十
照
日
は
こ
こ
で
一
時
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
歳
入
百

　
万
と
い
う
の
も
こ
の
時
点
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
百
万
全
部
が
実
益
で
あ

　
つ
た
か
ど
う
か
も
甚
だ
疑
わ
し
い
。
な
お
山
揚
の
数
は
設
澱
当
初
よ
り
糧
当
長
い

　
期
間
は
十
四
場
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
甜
州
の
龍
写
場
が
廃
止
さ
れ
て
十
三
場
に

　
な
っ
た
ら
し
い
。
本
稿
で
は
便
宜
的
に
使
い
慣
ら
さ
れ
て
い
る
十
三
山
場
と
い
う

　
用
語
を
使
用
し
た
。

㊧
車
懸
食
貨
二
九
ノ
七
、
魚
鱗
揚
の
項
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
八
、
策
蕨
元
年
十
一
月
二
十
三
日
。
灘
南
転
運
寡
言
、
蹴
州

　
紆
城
県
、
自
軍
命
以
来
、
納
謄
軍
年
額
茶
七
千
三
百
斤
、
委
是
不
折
萢
税
、
不
諮

　
官
銭
、
密
輸
煩
擾
、
望
除
放
、
従
之
。

㊧
宋
史
二
七
六
劉
蠕
伝
。
嘗
挙
隅
、
巡
茶
潅
南
、
部
斑
私
導
者
衆
、
蠕
乗
纈
馬
、

　
偽
称
尚
人
、
転
筆
家
求
市
茶
、
民
家
不
疑
、
出
与
之
、
即
檎
、
籔
子
法
。

⑳
地
方
官
が
一
地
域
の
農
作
物
乃
至
産
業
を
強
制
的
に
転
換
さ
せ
る
話
し
と
し
て

　
最
も
有
名
な
の
は
小
聖
崇
陽
県
（
湖
北
）
で
張
詠
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
は
茶
生
産
を
桑
生
産
（
巽
蚕
）
に
転
換
ざ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
濫
南
の
場
合
に

　
若
干
の
参
考
に
は
な
ろ
う
。
五
月
名
臣
言
行
録
巻
三
。
公
（
張
詠
）
令
崇
陽
、
民

　
以
茶
為
業
、
公
日
茶
利
厚
、
官
将
確
之
、
不
若
早
自
異
也
、
命
塁
壁
面
割
桑
、
民

　
以
為
苦
（
下
略
）
。

⑳
　
玉
壷
乾
出
巻
二
。
乾
二
二
、
国
用
未
踏
、
蘇
暁
為
潅
漕
、
議
尽
監
製
北
新
黄
寿

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ

　
五
州
茶
貨
、
置
四
十
四
場
、
～
繭
一
藁
、
貝
器
其
利
、
歳
衛
酉
鹸
万
繕
、
潅
俗
苦

　
之
、
後
曉
舟
敗
溺
、
潅
民
比
屋
相
賀
。

鰺
　
会
要
食
貨
三
穴
ノ
　
、
太
平
興
国
二
年
正
月
。
三
唱
言
、
準
勅
、
内
事
江
起
置

　
権
門
務
、
合
継
起
定
職
貨
条
禁
、
欲
頒
下
諸
州
府
施
行
、
従
之
。
会
要
食
貨
三
十

　
ノ
一
、
太
平
興
国
二
年
二
月
、
有
司
言
、
江
南
諸
州
確
茶
、
準
勅
、
於
沿
江
、
置

　
確
貨
八
務
（
下
略
）
。
な
お
八
確
務
の
名
は
文
献
通
牒
に
よ
る
。

⑱
　
文
献
皇
考
十
八
、
端
麗
二
年
。
又
於
海
鞍
置
務
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
ニ
、
淳
化
四
年
二
月
曇
日
。
詔
、
廃
沿
江
権
貨
務
八
処
（
下
略
）
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
ニ
、
淳
化
四
年
七
月
十
一
一
日
。
（
前
略
）
其
三
江
芳
心
八
務
、

　
並
令
傍
旧
。
但
し
襲
陽
・
復
細
務
に
つ
い
て
は
文
献
通
考
巻
十
八
の
淳
化
四
年
、

　
廃
嚢
復
事
務
。
を
参
照
。

⑳
　
ム
万
要
食
貨
二
九
ノ
六
～
十
四
。

㊧
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
五
、
天
嬰
元
年
三
月
の
条
。
　
（
前
略
）
凡
貼
射
之
利
、
如
針

　
州
羅
源
茶
場
中
色
者
、
凡
買
一
斤
、
官
破
本
銭
二
十
五
文
、
至
出
鼻
、
収
銭
五
十

　
六
文
、
其
二
十
五
文
、
今
来
客
人
自
出
銭
物
、
与
園
戸
、
其
官
破
本
銭
更
不
反

　
（
支
）
給
、
止
収
目
利
三
十
～
文
、
令
客
人
貼
納
。

⑭
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
五
、
天
聖
元
年
三
月
。
　
（
前
略
）
準
内
日
割
子
、
潅
南
十
三

　
山
揚
売
茶
年
額
、
僅
五
十
万
貫
、
（
こ
れ
は
表
の
統
計
か
ら
割
り
出
し
た
五
十
七
・

　
八
貫
と
い
う
数
値
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
）
、
天
運
五
年
止
収

　
二
十
三
万
除
貫
、
比
差
額
薦
二
十
七
万
貫
、
今
年
五
年
売
領
収
銭
折
算
、
毎
菅
貫

　
交
引
、
在
京
見
売
価
銭
五
十
五
貫
、
都
計
銭
十
三
万
除
貫
、
聖
運
買
茶
本
銭
九
万

　
除
案
外
、
有
利
銭
三
万
野
並
、
若
毎
年
麓
及
元
額
五
十
万
貫
、
裁
翠
嵐
利
銭
七
万

　
貫
、
監
官
請
給
費
周
、
不
在
数
（
下
略
）
。

⑳
　
会
要
食
焔
貝
　
二
十
ノ
六
、
天
婁
一
華
年
四
n
月
。
　
（
前
略
）
着
詳
、
十
⊥
二
山
蝿
W
茶
櫛
貝
、

　
自
警
多
有
小
客
興
販
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
七
、
天
聖
二
年
三
月
。
　
（
前
略
）
又
隣
許
商
人
警
備
茶
貨
、

　
不
拘
斤
数
、
多
有
機
客
、
於
諸
場
誤
射
、
止
一
二
十
斤
、
便
出
遅
引
、
慮
以
貼
射

　
記
名
、
影
臭
墨
茶
出
界
、
請
自
今
小
二
期
射
茶
貨
、
須
八
十
斤
以
上
成
櫓
、
即
給

　
公
引
、
批
墜
斤
数
（
下
略
）
。
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⑳
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
七
、
天
聖
二
年
孟
月
。
潅
南
江
漸
飛
宇
制
澱
茶
塩
司
言
、
傍

　
瞳
断
黄
光
寿
州
茶
園
、
元
売
額
茶
、
除
係
客
人
貼
射
外
、
拠
除
貼
買
不
尽
茶
数
、

　
勾
収
入
揚
中
売
、
支
与
価
銭
、
愚
管
敷
及
年
額
、
若
至
住
場
日
、
有
欠
中
売
額
茶
、

　
即
依
客
人
貼
納
体
例
、
一
斤
送
納
一
斤
浄
利
銭
。
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
園
戸
に

　
賠
償
を
強
糊
し
て
い
る
記
墓
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、

　
霞
目
の
「
上
太
宗
乞
三
韓
山
行
放
法
」
（
『
來
名
臣
薄
薄
』
一
〇
八
）
や
会
要
食
貨

　
三
十
ノ
一
、
太
平
興
国
九
年
十
月
の
塩
鉄
使
薄
明
の
上
言
な
ど
に
、
こ
こ
で
述
べ

　
た
問
題
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

趣
　
王
臨
川
文
集
巻
七
十
「
茶
商
十
二
説
」
。
（
前
略
）
十
三
石
橋
一
場
、
祖
額
一
百

　
七
万
、
　
（
会
要
二
十
九
ノ
六
で
は
二
〇
〇
万
、
夢
漢
筆
談
で
は
五
五
万
）
而
近
歳

　
買
納
、
才
得
十
万
。

⑲
会
要
食
貨
二
九
ノ
三
、
四
。

⑳
以
下
の
茶
価
は
す
べ
て
会
要
食
貨
二
九
ノ
八
一
一
四
の
買
廉
価
、
売
茶
価
に
よ

　
る
。

⑳
会
要
食
貨
三
十
ノ
八
、
景
鮪
三
年
五
月
十
四
日
。
詳
定
茶
法
二
言
、
天
聖
元
年
、

　
商
人
自
在
於
京
擁
貨
務
納
銭
、
以
買
荊
南
（
郷
州
の
こ
と
）
海
州
確
務
田
、
毎
直

　
百
千
聴
納
八
十
千
、
増
七
千
、
蓋
荊
南
海
州
茶
、
賀
人
之
所
願
魯
也
。

⑫
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
穴
、
天
聖
元
年
四
月
の
条
に
よ
っ
て
確
確
務
の
茶
碗
の
納
入

　
規
定
を
み
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
董
ぐ
嚢
藁
購

麗
躁
審
擁
蟄
π
三
二

叫
び
津
嘗

藩
癖
掛
欝
巧
き
び
麟

（
葛
）

母
き
三
口
㊦
蒸
踪
誤

π
逡
》
唾
ぴ
冷
法

器
票
　
臼
掛
舘
昧
き
び

暴
（
葛
）

δ
O
（
畿
難
濫
”
除
賠
綬
）

巳
㎝

一
〇
〇
（
愛
野
ホ
”
蹄
蟷
呂
）

旨
㎝

露
㊦
盧
談
e
暴

一
〇
〇
（
醤
聾
ら
O
…
降
黛
①
O
）

一
博
α

一
〇
〇
（
登
臨
瓜
『
紗
建
8
）

一
斗
㎝

懸
　
合
同
揚
と
い
う
呼
名
は
四
川
で
最
も
早
く
使
わ
れ
は
じ
め
、
特
に
察
京
の
茶
法

　
改
革
以
来
全
国
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
因
み
に
南
宋
は
じ
め
に
は
江
南

　
産
茶
州
軍
に
は
全
部
で
十
八
ケ
所
の
合
同
場
が
あ
っ
た
（
中
潜
三
ニ
ノ
一
＝
、
建

　
炎
三
年
五
月
十
五
日
）
。

⑭
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
一
、
太
平
興
国
九
年
十
月
。
塩
鉄
使
王
明
言
、
荊
湖
両
漸
江

　
潅
向
州
、
鵠
産
茶
貨
処
、
買
納
数
与
売
口
比
較
、
若
不
相
遠
、
縁
自
前
収
復
諸
処
、

　
旧
管
茶
貨
数
多
、
以
盃
相
承
接
圧
、
　
（
中
略
）
税
茶
＃
折
色
茶
外
、
買
諸
色
茶
等

　
人
戸
、
各
有
旧
額
（
下
略
）
。

⑳
　
会
制
禦
口
上
一
二
十
ー
ノ
四
、
大
中
祥
茸
山
ハ
年
四
月
ゴ
｝
日
。
　
一
二
司
蕾
四
、
灘
丁
切
照
、
参
、
定
監

　
買
茶
場
官
賞
罰
講
式
、
ム
『
、
舳
嗣
除
沿
二
六
擁
｝
務
潅
申
粥
十
一
二
楓
切
外
、
江
漸
荊
湖
諸
州
買

　
茶
揚
、
自
今
納
到
入
客
鎌
買
茶
、
及
得
祖
額
・
逓
年
．
十
界
、
有
羨
除
者
、
依
元

　
勅
酬
奨
、
緬
損
者
、
依
至
道
二
年
勅
、
　
厘
以
上
奪
両
月
俸
。
　
（
中
略
）
傍
降
差

　
遣
（
下
略
）
。

⑯
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
ニ
、
威
平
三
年
七
月
一
…
十
一
日
。
江
南
転
運
副
使
任
中
正
雷
、

　
準
星
、
以
饒
州
置
場
、
買
納
浮
梁
・
婆
源
・
那
門
県
茶
、
不
便
於
民
、
　
（
中
略
）

　
無
間
逐
処
民
俗
、
皆
言
、
漢
灘
険
悪
、
蝦
阻
尤
甚
、
願
電
影
往
日
茶
倉
、
就
便
輸

　
納
。

⑰
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
賜
、
大
中
祥
符
五
年
四
月
。
　
（
前
略
）
饒
州
旧
例
、
集
民
為

　
甲
、
令
就
官
場
買
茶
、
自
今
聴
従
民
便
収
市
。

引
引
要
食
貨
二
九
ノ
十
。

⑲
　
王
臨
川
文
集
巻
七
十
、
「
茶
商
十
二
説
」
。
（
前
略
）
又
既
仰
巨
商
、
遂
為
二
等
、

　
新
好
者
支
算
商
旅
、
低
陳
者
留
売
南
中
、
食
用
不
堪
、
遂
皆
私
務
。

⑳
　
長
編
＝
八
ノ
六
、
紫
砧
三
年
三
月
丙
午
。
権
戸
部
勾
院
葉
清
臣
請
（
中
略
）

　
臣
籍
嘗
校
計
茶
利
歳
入
、
以
崇
砧
元
年
為
率
、
除
本
銭
外
、
実
収
息
銭
五
十
九
万

　
除
纏
、
又
天
下
所
二
食
茶
、
井
本
息
歳
差
亦
紙
及
三
十
鴎
万
婚
、
而
茶
商
通
行
六

　
十
五
州
軍
、
所
収
税
銭
（
商
口
）
巳
及
五
十
七
万
紹
。
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宋
代
の
茶
法
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
国
家
財
政
の
一
支
柱
に
し
ょ
う
と
す
る
為
政
者
と
、
国
家
に
利
用
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
中
で
自
己
の
利
潤
を

拡
大
し
、
逆
に
国
家
を
利
用
す
る
商
人
集
団
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
商
人
集
団
の
圧
力
に
よ
っ
て
茶
法
が
う
つ
り
変
る
経

緯
は
す
で
に
佐
伯
氏
が
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
茶
法
と
茶
商
の
関
係
は
よ
り
深
く
掘
下
げ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
本
章
で
は
、
確
茶
匙
か
ら
通

商
法
へ
と
流
れ
る
北
宋
前
半
期
の
推
移
の
中
で
、
こ
の
問
題
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
権
茶
法
を
や
め
て
通
商
法
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
国
初
よ
り
根
強
く
存
在
し
、
嘉
祐
四
年
に
至
っ
て
最
終
的
に
結
実
す
る
。
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

在
知
る
こ
と
の
で
き
る
通
商
法
主
張
の
最
も
古
い
も
の
は
太
宗
時
代
の
張
泊
と
劉
式
の
説
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
二
人
の
出
自
を
宋
史
の
本
伝
で

調
べ
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
る
。
張
泊
の
父
祖
は
呉
国
つ
い
で
爾
唐
に
歴
仕
し
、
彼
自
身
も
江
南
の
進
士
及
第
者
と
し
て
国
都
江
寧
府
を

中
心
に
順
調
に
出
世
コ
ー
ス
を
歩
ん
だ
。
や
が
て
国
主
玉
澤
の
信
望
を
得
、
南
唐
王
朝
の
最
高
実
力
者
に
の
し
あ
が
っ
た
。
南
唐
が
減
亡
し
た

の
ち
、
彼
は
宋
の
太
祖
趙
館
下
か
ら
そ
の
剛
胆
さ
を
高
く
評
価
さ
れ
、
宋
に
仕
え
て
「
江
東
士
人
の
冠
」
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
　
一
方
の

劉
式
も
ま
た
江
西
省
嚢
州
出
身
の
南
江
科
挙
官
僚
で
、
宋
に
帰
朝
後
は
財
務
関
係
の
職
務
を
歴
任
し
江
准
の
間
の
横
賦
、
つ
ま
り
華
南
唐
領
の

「
沿
納
」
と
総
称
さ
れ
る
各
種
附
加
税
を
整
理
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
穿
初
の
代
表
的
な
通
商
論
が
い
ず
れ
も
南
唐
出
身
の
官
僚
に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
、
特
に
劉
式
の
そ
れ
は
極
く
短
期
間
に
せ
よ
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
点
か
ら
も
、
そ
の
裏
側
を
探
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
太
宗
の
端
挨
二
年
（
九
八
九
）
と
い
え
ば
、
海
州
に
権
貨
務
が
設
け
ら
れ
、
確
茶
制
度
が
い
ち
お
う
形
を
整
え
た
時
期
で
あ
る
が
、
張
泊
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

奏
は
こ
の
時
点
で
行
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
財
政
当
局
は
、
お
か
み
が
賢
聖
を
行
え
ば
多
く
の
利
潤
が
あ
が
り
、
通
商
に
す
れ
ば
茶
商
を
儲
け

さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
が
、
こ
れ
は
頑
固
老
人
の
き
ま
り
文
句
で
、
ち
か
ご
ろ
の
悪
習
で
あ
る
」
と
前
置
き
し
た
の
ち
、
確
茶
法
の
三

聖
と
し
て
　
O
、
政
府
に
よ
る
園
戸
の
抑
圧
　
⇔
、
厳
重
な
法
禁
に
よ
る
違
反
者
の
続
出
　
⇔
、
上
記
原
因
に
よ
る
茶
戸
の
逃
亡
、
茶
生
産
の

衰
退
、
を
あ
げ
、
通
商
法
の
馬
下
と
し
て
は
　
e
、
生
産
者
の
安
定
　
⇔
、
自
主
的
積
極
的
茶
園
経
営
に
よ
る
生
産
の
増
加
　
⇔
、
刑
罰
の
軽
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減
に
よ
る
人
民
へ
の
恩
恵
　
⑳
、
国
役
依
存
に
よ
る
茶
の
運
搬
を
商
人
に
肩
代
り
さ
せ
ら
れ
る
利
益
　
㈲
、
樒
茶
法
で
は
廃
棄
処
分
に
さ
れ
る

茶
が
通
商
で
は
な
く
な
る
、
を
列
挙
し
て
い
る
。
彼
は
続
い
て
湖
南
の
具
体
例
を
ひ
き
、
権
茶
法
の
時
は
、
一
大
黒
本
銭
二
二
〇
銭
、
運
賃
雑

費
百
銭
の
も
の
を
九
百
六
十
銭
で
売
る
か
ら
六
百
四
十
銭
の
利
が
あ
る
筈
だ
が
、
実
際
に
は
粗
悪
晶
、
売
残
り
品
が
多
く
と
て
も
六
百
四
十
銭

の
利
が
あ
が
ら
ぬ
。
そ
こ
で
通
商
法
に
し
て
園
戸
・
商
人
の
負
担
本
籍
分
四
百
銭
、
官
が
商
人
か
ら
得
る
利
を
四
百
銭
と
す
れ
ば
、
民
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
れ
に
便
宜
を
う
け
全
国
に
茶
が
流
通
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
平
心
の
主
張
は
実
行
に
う
つ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
四
年
の
ち
の
淳
化

四
年
二
月
（
九
九
三
）
に
は
三
司
の
官
員
劉
式
の
献
議
が
容
れ
ら
れ
、
沿
江
新
貨
務
を
廃
止
し
、
商
人
は
茶
の
購
入
票
を
持
っ
て
生
産
地
に
赴
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

茶
を
買
う
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
改
革
は
、
僅
か
五
ケ
月
の
ち
同
年
七
月
に
中
止
さ
れ
、
再
び
六
椌
務
が
設
け
ら
れ
、
他
方
翌
々

年
か
ら
は
辺
境
入
中
穀
物
法
（
三
説
法
）
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
、
通
商
法
の
実
現
は
半
世
紀
さ
き
に
延
び
る
こ
と
に
な
る
。
劉

式
が
楼
貨
務
廃
止
を
主
張
す
る
表
向
の
理
由
は
、
確
貨
務
に
は
売
れ
な
い
茶
が
准
黙
し
、
商
人
は
そ
れ
を
強
制
的
に
買
わ
さ
れ
る
こ
と
や
、
そ

れ
に
伴
う
早
戸
へ
の
車
寄
せ
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
す
べ
て
の
通
商
論
者
に
多
か
れ
少
か
れ
見
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
が
、
張
泊
や

贈
号
の
場
合
に
は
、
そ
の
裏
面
に
旧
陸
図
・
楚
な
ど
の
大
産
茶
地
を
背
に
活
躍
し
て
来
た
江
南
商
人
層
が
、
そ
の
十
分
な
活
動
を
妨
げ
ら
れ
て

い
る
沿
江
確
早
業
体
制
を
何
と
か
打
破
せ
ん
と
す
る
意
図
を
も
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
江
南
商
人
の
資
本
力
を
は
じ
め
と
し

た
実
態
や
、
彼
ら
が
宋
に
入
っ
て
旧
自
国
出
身
で
新
政
府
に
入
っ
た
官
僚
た
ち
と
、
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
い
た
か
と
い
う
分
析
が
現
在
全

く
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
億
側
の
域
を
嵐
な
い
。
た
だ
劉
式
の
通
商
法
に
反
対
し
た
議
論
の
中
に
は
、
商
人
は
遠
く
揚
子
江
を
渡
る

こ
と
を
は
ば
か
る
と
い
う
一
条
が
あ
る
。
前
後
の
関
係
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
北
方
商
人
を
指
し
、
彼
ら
の
勢
力
圏
は
確
貨
務
を
軸
と
し
て
固
定

し
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
江
南
に
赴
く
こ
と
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
商
人
は
、
開
封
に
腰
を
す
え
る
中
原
の
商
人
で
、

劉
式
ら
は
南
方
商
人
の
意
を
う
け
て
こ
の
勢
力
に
抗
し
た
が
失
敗
し
た
と
い
う
図
式
も
描
き
得
る
。
上
述
し
た
張
泊
・
劉
式
の
経
歴
か
ら
考
え

て
、
そ
の
蓋
然
性
は
必
ず
し
も
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
北
宋
の
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
茶
法
の
中
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
は
、
真
宗
景
徳
二
年
、
林
特
が
行
っ
た
改
革
で
あ
る
。
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真
夏
の
内
容
に
つ
い
て
は
佐
伯
論
文
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
そ
の
眼
目
は
、
辺
境
の
穀
物
納
入
と
古
法
と
を
独
立
さ
せ
た

点
に
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
宋
初
の
二
三
司
使
と
誇
れ
高
い
陳
恕
に
よ
っ
て
、
契
丹
（
の
ち
に
画
室
）
国
境
地
帯
の
防
備
軍
に
糧
食
蕊
草
を
納

入
さ
せ
、
そ
の
代
価
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
つ
け
た
手
形
（
交
引
）
を
発
行
し
、
現
金
・
茶
・
香
薬
を
希
望
に
従
っ
て
、
国
都
開
封
も
し
く
は
六
三

貨
務
で
受
取
る
、
所
謂
三
説
法
が
大
々
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
西
北
辺
の
緊
張
に
よ
る
軍
需
物
資
調
達
の
必
要
性
、
銅
銭
の
絶
対
量

の
不
足
、
茶
と
艶
薬
の
一
定
の
保
有
量
と
い
っ
た
諸
条
件
を
有
無
巧
み
に
繋
ぎ
あ
わ
せ
、
商
人
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
目
的
を
達
せ
ん
と
し
た

合
理
的
な
改
革
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
弊
害
が
表
面
化
し
た
。
即
ち
、
軍
糧
確
保
の
た
め
、
主
と
し
て
河
北
転
運
使
な
ど
の
地
方
官
庁
が
手
形

を
濫
発
し
、
茶
の
生
産
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ず
手
形
が
暴
落
し
た
こ
と
が
そ
の
一
で
あ
り
、
穀
物
納
入
か
ら
茶
の
受
取
り
の
手
続
段
階
で
商

人
が
絡
み
、
特
に
大
資
本
を
持
つ
商
人
が
利
潤
を
自
己
に
吸
収
し
た
た
め
、
法
全
体
が
円
滑
に
回
転
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
二
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
後
者
を
問
題
に
し
た
い
。

　
寒
紅
の
改
革
以
前
に
於
け
る
商
人
は
、
史
料
的
に
は
、
穀
物
を
辺
境
に
納
入
す
る
北
商
グ
ル
ー
プ
、
開
封
府
の
権
貨
務
に
登
録
さ
れ
た
交
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

鋪
戸
、
そ
し
て
爾
方
商
人
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
黄
河
中
流
域
・
河
北
の
土
着
商
人
で
あ
る
穀
物
納
入
者
た
ち
は
、
大
抵

は
そ
の
地
方
の
都
市
で
交
引
を
売
り
払
い
、
そ
の
交
引
を
持
つ
別
の
商
人
が
開
封
へ
や
っ
て
来
る
が
、
手
形
を
現
金
乃
至
商
品
化
す
る
た
め
に

は
指
引
鋪
戸
の
保
証
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
墨
引
所
持
者
が
ギ
ル
ド
商
人
な
ら
直
ち
に
保
証
が
行
わ
れ
る
の
に
反
し
、
一
般
商

人
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
名
自
を
つ
け
て
保
証
を
引
延
ば
す
。
あ
ま
り
資
本
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
非
ギ
ル
ド
商
人
は
、
滞
在
費

や
資
金
ぐ
り
に
苦
し
み
、
手
形
を
表
記
価
格
よ
り
何
割
も
安
く
叩
か
れ
て
油
引
鋪
戸
に
売
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
交
引
鋪
戸
は
そ
れ
を
時

に
応
じ
て
南
商
に
売
り
、
南
商
は
額
面
通
り
、
南
方
の
棺
貨
務
の
茶
を
入
手
し
大
儲
け
す
る
筋
書
で
あ
る
。
こ
の
筋
書
の
鍵
を
握
る
交
霊
鋪
戸

　
　
⑦

の
実
態
は
あ
ま
り
良
く
判
ら
な
い
。
交
引
は
太
府
寺
で
印
刷
さ
れ
載
貨
務
か
ら
発
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
際
の
売
渡
し
を
奇
か
っ
た
り
手
形
売

買
的
な
仕
事
に
当
っ
た
の
が
こ
の
交
引
鋪
戸
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
本
来
、
塩
茶
な
ど
の
専
売
導
引
は
、
商
人
が
椎
貨
務
へ
銅
銭
ま
た
は
金
銀
絹

畠
を
納
入
し
て
売
渡
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
手
付
を
納
め
て
選
定
を
受
取
り
、
塩
茶
を
売
払
っ
て
か
ら
残
金
を
納
入
す
る
こ
と
も
行
わ
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⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
茶
の
無
量
に
対
す
る
一
難
は
確
専
務
へ
後
払
い
す
る
た
め
、
か
れ
ら
の
身
許
保
証
も
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
交
引

鋪
戸
は
そ
う
し
た
一
切
の
保
証
を
も
引
受
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
ギ
ル
ド
の
手
が
の
び
て
お
り
、
茶
交
射
に
は
茶
商
ギ
ル

ド
、
香
薬
瓶
引
に
は
香
魚
商
ギ
ル
ド
と
関
係
を
持
ち
、
い
ず
れ
も
権
力
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。
三
説
法
が
実
施
さ
れ
る

と
、
交
引
過
戸
は
手
形
保
証
人
の
特
権
を
フ
ル
に
発
揮
し
、
今
ま
で
以
上
に
甘
い
汁
を
吸
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

初
期
に
、
交
引
草
戸
を
廃
止
し
て
、
別
の
保
証
制
度
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
提
議
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
交
引
鋪

戸
と
沿
江
権
専
務
で
茶
を
受
取
る
南
商
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
交
引
革
嚢
と
重
な
り
合
う
部
分
が

多
く
、
そ
れ
は
ま
た
豪
商
・
巨
商
と
呼
ば
れ
る
小
数
の
茶
商
集
団
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
林
特
の
茶
法
改
革
は
こ
の
よ
う
な
背
景
で
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
林
特
・
李
薄
ら
の
改
革
の
当
面
の
責
任

者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
彼
ら
の
後
楯
に
な
っ
た
丁
謂
や
宮
廷
の
実
力
者
寵
官
劉
幽
幽
ら
は
、
す
べ
て
南
方
出
身
の
実
務
派
官
僚
だ
っ
た
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
。
林
特
ら
は
改
革
に
先
だ
っ
て
、
特
に
茶
商
運
数
人
を
招
き
、
一
席
を
設
け
て
、
種
々
の
問
題
を
討
議
し
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
あ
げ

ら
れ
て
い
る
十
数
人
の
茶
商
は
、
さ
き
に
は
陳
恕
の
三
説
法
の
場
合
に
登
揚
す
る
茶
商
、
の
ち
に
は
王
安
石
が
問
題
に
し
て
い
る
数
少
い
巨
商
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ま
た
王
畿
石
の
指
摘
す
る
十
玉
戸
の
茶
ギ
ル
ド
商
人
、
あ
る
い
は
神
宗
の
元
豊
時
代
に
都
城
十
数
兼
井
の
家
と
称
さ
れ
る
茶
商
と
等
質
に
考
え

て
ま
ず
問
違
い
な
く
、
国
都
で
茶
の
ギ
ル
ド
を
牛
耳
る
有
力
者
で
あ
っ
た
。
佐
伯
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
こ
そ
は
政
府
や
宮
廷
の
有

力
者
と
手
を
握
っ
て
、
茶
法
を
自
分
た
ち
の
意
図
の
よ
う
に
動
か
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
憶
欄
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
五
代
以
来
、
中
原
を
地
盤
に
、

後
周
・
宋
の
政
権
と
も
密
接
な
関
係
を
持
ち
続
け
て
来
た
、
北
方
系
の
軍
閥
資
本
家
の
系
列
に
入
る
連
中
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
全
国
統

一
呈
し
ば
ら
く
は
南
人
、
江
畔
の
人
と
し
て
抑
圧
さ
れ
つ
つ
も
、
特
に
経
済
政
策
面
で
実
力
を
持
ち
、
中
央
政
府
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
南
方
系
官
僚
は
、
王
欽
若
、
陳
十
年
、
丁
謂
ら
を
筆
頭
に
、
真
宗
時
代
に
入
り
一
躍
官
界
の
表
面
に
躍
り
出
た
。
そ
の
新
し
い
政

策
の
一
つ
と
し
て
林
下
の
茶
法
改
革
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
ら
の
政
治
力
と
中
原
豪
商
と
の
妥
協
の
上
に
入
中
（
三
十
）
法
が

一
ま
ず
終
止
符
を
打
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
場
合
も
、
林
特
ら
の
南
方
官
僚
が
果
し
て
ど
の
程
度
江
南
商
人
を
背
後
に
持
ち
そ
れ
を
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代
弁
し
て
い
た
か
は
、
残
念
乍
ら
明
ら
か
で
な
く
、
こ
れ
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
景
徳
二
年
、
林
特
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ
た
茶
法
は
、
そ
の
後
決
し
て
ス
ム
ー
ス
に
運
営
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
豪
商
た
ち
の
働
き
か
け
で
、

十
数
年
後
に
は
再
び
罫
引
法
が
登
場
し
、
そ
の
後
も
一
進
一
退
を
く
り
返
す
。
し
か
し
大
勢
は
通
商
法
に
傾
き
、
景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
の
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

諮
の
改
革
に
際
し
て
は
、
天
聖
の
時
に
も
問
題
に
な
っ
た
交
引
墨
戸
の
保
証
を
や
め
る
と
い
っ
た
進
歩
も
み
ら
れ
る
。
仁
宗
の
中
期
を
す
ぎ
る

と
、
現
実
に
茶
の
専
売
益
金
が
眼
立
っ
て
減
少
す
る
一
方
、
民
間
で
は
密
売
が
盛
行
し
、
一
部
豪
商
が
利
潤
を
独
占
す
る
確
貨
務
体
制
は
、
そ

の
中
で
い
か
に
制
度
を
い
じ
っ
て
み
て
も
、
結
局
は
国
家
財
政
に
プ
ラ
ス
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
強
く
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
李
翻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
そ
の
通
商
主
張
の
議
論
の
中
で
「
お
か
み
の
茶
は
草
木
・
塵
煤
な
ど
の
遷
り
物
が
多
く
、
悪
質
で
不
味
い
。
商
人
は
そ
っ
ぽ
を
む
き
、
堆
積

さ
れ
た
茶
は
腐
敗
し
、
利
益
は
お
ろ
か
も
と
も
と
れ
ぬ
。
一
方
人
女
は
遠
方
か
ら
来
る
高
価
な
闇
茶
を
争
っ
て
買
求
め
る
。
こ
れ
は
味
が
良
く
、

ま
た
利
潤
が
多
い
の
で
密
売
人
は
厳
重
な
禁
令
を
犯
し
て
や
っ
て
来
る
」
と
、
消
費
段
階
に
於
け
る
当
時
の
工
法
の
行
詰
り
を
描
写
し
て
い
る
。

の
ち
に
新
法
の
市
理
法
に
於
い
て
、
中
小
商
人
の
擁
護
に
腐
心
し
た
需
要
石
は
、
樒
務
体
制
と
そ
れ
を
支
え
る
豪
商
を
強
く
否
定
し
、
こ
の
頃

「
絶
世
十
二
説
」
を
作
っ
た
。
こ
の
中
に
は
樒
茶
法
末
期
の
弊
害
が
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
実
状
を
知
る

上
で
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
は
の
ち
の
市
製
法
と
繋
り
、
若
干
の
興
味
を
ひ
く
。
全
文
は
や
や
要
項
で
あ
り
、

ま
た
難
解
な
部
分
を
含
む
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
紹
介
か
た
が
た
以
下
に
訳
出
し
て
み
た
い
。

　
私
は
巨
商
に
依
存
す
る
と
十
二
の
損
失
が
あ
り
、
弊
害
は
非
常
に
大
き
い
と
思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
開
陳
し
て
み
た
い
。
　
（
墨
黒
以
、
須
仰

巨
商
、
有
十
二
之
損
、
為
害
甚
広
、
請
試
陳
之
）

　
e
　
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
巨
商
の
数
は
少
く
、
協
調
し
あ
う
こ
と
が
容
易
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
し
ば
買
付
価
格
を
低
く
協
定
す
る
。
従
っ

て
山
場
の
産
出
墨
が
多
い
と
、
合
法
非
合
法
に
値
を
下
げ
、
次
々
と
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
年
閥
数
百
万
に
達
す
る
。
こ
れ
は
多
い
も

の
が
減
少
す
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
寒
明
巨
商
、
巨
冊
数
少
、
梢
率
富
農
、
藷
粥
遂
繁
、
故
有
富
饒
、
明
減
闇
減
、
累
累
不
慣
、
歳
数
百
万
、
是

饒
減
之
損
、
一
也
）

20　（2e）



上代茶法の一・考察（梅原）

　
⇔
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
巨
商
は
ほ
ん
の
一
に
ぎ
り
で
な
か
な
か
や
っ
て
こ
な
い
。
場
務
で
は
大
量
の
茶
を
蓄
積
し
て
彼
ら
の
来
る
の
を

待
っ
て
い
る
。
古
く
な
っ
た
り
変
質
し
た
り
す
る
と
棄
て
た
り
焼
い
た
り
他
の
用
途
に
ふ
り
む
け
る
。
そ
の
分
の
税
入
が
失
陥
す
る
と
、
正
税

は
高
く
な
る
。
こ
れ
は
税
銭
が
失
陥
す
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
只
言
仰
時
運
、
臣
下
稀
少
、
積
重
等
号
、
陳
損
既
多
、
或
棄
或
焚
、
或
充
雑
用
、

此
税
既
陥
、
正
税
又
饒
、
是
陥
税
之
失
、
二
也
）

　
⇔
　
誤
想
に
依
存
す
る
と
、
蚤
は
多
く
値
段
は
安
く
生
産
者
は
苦
し
み
、
年
間
の
割
当
額
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
薪
窪
石
橋
場
で
は
、

規
定
額
百
七
万
斤
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近
年
で
は
や
っ
と
十
万
斤
を
買
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
年
々
規
定
額
に
満
た
ぬ
と
減
額

の
申
請
が
お
こ
る
。
「
こ
れ
は
歳
額
減
少
の
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
製
巨
商
、
饒
豊
価
薄
、
愚
民
困
耗
、
難
壁
歳
程
、
至
如
石
橋
一
場
、
祖
額
一

百
七
万
、
而
近
歳
買
納
、
才
得
十
万
、
而
庸
及
累
年
、
便
乞
減
額
、
是
認
額
装
損
、
三
也
）

　
⑳
　
巨
桜
に
依
存
す
る
と
、
権
力
に
よ
る
禁
制
措
置
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
、
密
売
取
締
り
の
軍
隊
は
あ
ち
こ
ち
に
配
備
さ
れ
、

と
り
て
の
衆
は
平
原
、
村
落
に
ゆ
き
わ
た
る
。
官
員
の
俸
給
、
兵
隊
の
衣
糧
、
民
を
さ
わ
が
せ
財
貨
を
費
し
、
総
計
は
決
し
て
少
く
な
い
。
こ

れ
は
力
で
禁
止
し
よ
う
と
す
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
仰
巨
財
、
須
葱
力
禁
、
母
型
捕
捉
三
池
、
所
在
宣
布
、
掩
緯
之
衆
、
弥
鯉
川
落
、
官
員

請
俸
、
卒
旅
衣
糧
、
擾
民
費
財
、
総
計
不
細
、
是
力
禁
之
損
、
四
也
）

　
㈲
　
巨
商
に
依
存
す
れ
ば
、
権
務
を
設
置
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
各
州
か
ら
や
っ
て
来
る
の
に
数
千
里
か
か
る
場
合
も
あ
る
。
茶
の
運
搬
費
用
は

お
お
む
ね
国
庫
か
ら
支
給
し
、
船
や
水
夫
の
費
用
、
風
波
・
盗
籍
の
損
害
は
毎
歳
合
計
し
て
み
る
と
大
変
な
も
の
に
な
る
。
こ
れ
は
遠
方
か
ら

集
め
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
記
懇
書
、
須
置
総
務
、
諸
郡
津
置
、
或
数
千
里
、
所
載
綱
運
、
率
自
省
破
、
船
材
兵
費
、
風
波
盗
籍
、
毎
歳
之

計
、
不
為
不
甚
、
是
遠
葦
之
損
、
五
也
）

　
ω
W
　
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
必
ず
前
も
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
準
備
が
い
る
。
茶
と
い
う
も
の
は
軽
や
か
な
弱
い
も
の
で
、
扱
い
に
く
く
そ
こ
な

い
や
す
い
。
乾
燥
し
た
場
所
に
貯
え
、
き
ち
ん
と
包
装
す
る
と
よ
い
の
だ
が
、
官
場
で
は
取
扱
う
数
量
が
多
く
、
倉
の
中
に
つ
み
重
ね
、
風
に

さ
ら
さ
れ
雨
に
打
た
れ
、
風
味
は
失
せ
て
し
ま
う
。
や
っ
と
売
り
出
さ
れ
る
頃
に
は
、
と
っ
く
に
か
び
く
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
堆
積
し
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て
お
く
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
仰
巨
商
、
必
先
多
備
、
茶
体
露
里
、
難
掌
易
損
、
架
閣
利
燥
、
封
角
利
密
、
而
官
数
浩
瀬
、
堆
積
翠
蓋
、
風
枯

雨
湿
、
気
味
失
奪
、
侯
讐
待
給
、
巳
及
陳
損
、
是
堆
積
之
損
、
六
也
）

　
㈹
　
い
っ
た
い
商
品
は
単
位
分
量
が
少
け
れ
ば
多
く
の
買
手
が
つ
き
、
買
手
が
つ
け
ば
捌
け
や
す
い
。
い
ま
巨
額
に
依
存
す
る
と
、
数
千
貫

単
位
の
ま
と
ま
っ
た
資
金
が
な
い
と
官
学
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
単
位
分
量
が
多
く
て
、
買
手
た
ち
を
ひ
き
つ
け
ぬ
も
の
で
従
っ

て
さ
ば
け
に
く
く
、
商
品
が
と
ど
こ
お
る
。
こ
れ
は
単
位
分
霊
の
多
い
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
凡
物
嘉
賞
、
則
得
衆
、
得
衆
則
易
端
、
膳
所
巨
商
、

本
不
及
数
十
繕
、
則
不
能
行
、
是
分
重
而
不
得
衆
也
、
故
難
平
而
成
積
滞
、
分
重
之
損
、
七
也
）

　
㈹
　
だ
い
た
い
商
品
が
自
分
の
得
に
な
る
も
の
な
ら
ば
心
を
こ
め
、
心
を
こ
め
れ
ば
品
物
は
良
く
、
品
物
が
良
け
れ
ば
売
れ
や
す
い
も
の
で

あ
る
。
い
ま
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
．
自
分
の
利
益
と
な
ら
な
い
こ
と
が
大
変
多
い
。
小
生
藩
老
に
は
じ
ま
り
、
主
人
に
送
り
、
や
っ
と
長
場
に

納
入
し
、
ま
た
商
人
に
支
給
さ
れ
る
。
そ
こ
で
小
生
産
者
は
ち
ょ
ろ
ま
か
し
、
主
人
は
混
り
物
を
入
れ
、
悪
い
小
役
人
は
か
ば
っ
て
ご
ま
か
す
。

み
な
自
分
に
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
商
品
を
悪
く
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
の
利
益
に
な
ら
ぬ
と
い
う
た
め
の
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
装
置
利

己
則
精
工
、
精
心
鷹
峯
善
、
貨
善
則
易
儘
、
今
仰
巨
商
、
非
黒
糖
衆
、
始
従
小
戸
、
次
輸
主
人
、
方
納
留
場
、
復
支
商
旅
、
是
以
小
戸
倫
矯
、

主
人
殺
雑
、
姦
吏
容
庇
、
皆
以
非
己
而
致
貨
不
善
也
、
是
非
己
之
損
、
八
也
）

　
㈹
　
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
茶
は
二
等
に
な
る
。
新
し
く
良
い
も
の
は
導
入
に
支
給
さ
れ
、
悪
く
古
い
も
の
が
留
め
お
か
れ

て
南
方
で
売
ら
れ
る
。
飲
む
に
た
え
な
い
た
め
、
皆
が
闘
買
を
す
る
。
だ
か
ら
一
撃
で
毎
年
、
茶
の
こ
と
で
刑
罰
を
受
け
る
者
は
、
し
ば
し
ば

百
の
単
位
で
数
え
る
く
ら
い
に
な
る
。
こ
れ
は
わ
ず
ら
わ
し
い
刑
罰
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
仰
巨
商
、
遂
為

二
等
、
新
好
者
支
箕
商
旅
、
低
陳
者
留
売
南
中
、
食
用
不
堪
、
遂
皆
私
讐
、
故
一
帯
大
里
毎
歳
以
茶
被
刑
者
、
盤
性
百
数
、
是
墨
刑
之
損
、
九
也
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ω
　
巨
商
に
依
存
す
る
と
、
多
く
の
茶
は
積
み
ぐ
さ
れ
、
そ
う
な
る
ど
売
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
蚕
茶
に
転
用
さ
れ
、
戸
単
位

人
単
位
に
強
制
割
当
て
さ
れ
る
。
ぜ
ん
ぜ
ん
飲
む
こ
と
も
で
き
ぬ
の
に
、
値
段
だ
け
は
タ
ダ
払
い
を
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
諸
州
で
た
い
へ
ん

多
い
。
こ
れ
は
も
と
ま
で
え
ぐ
り
と
ろ
う
と
す
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
既
仰
巨
商
、
茶
多
積
壊
、
壊
不
堪
売
、
遂
転
置
茶
、
俵
給
戸
民
、
悉
不
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堪
食
、
虚
納
所
直
、
諸
郡
甚
多
、
是
刎
本
之
損
、
十
也
）

　
因
　
巨
霊
は
常
務
で
買
っ
た
茶
を
悉
く
商
販
す
る
が
、
南
方
で
は
全
部
を
官
が
売
茶
場
で
売
る
。
官
が
売
る
も
の
は
飲
用
に
堪
え
ぬ
と
な
る

と
、
そ
れ
を
寺
院
や
茶
店
に
強
制
的
に
売
付
け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
中
の
大
部
分
の
茶
は
棄
て
ら
れ
、
代
価
だ
け
が
タ
ダ
同
然
に
徴
収
さ
れ

る
。
こ
れ
は
人
民
を
削
り
と
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
又
巨
商
悉
係
通
商
、
南
方
尽
従
官
売
、
官
業
既
不
堪
食
、
多
配
寺
院
茶
坊
、
茶
多
弁
損
、
銭

実
虚
歓
、
是
削
民
之
損
、
十
一
也
）

　
薗
　
巨
商
に
依
存
す
る
と
茶
は
結
局
は
売
り
つ
く
せ
な
い
。
そ
の
た
め
官
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
支
給
が
茶
で
換
算
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

最
初
は
等
価
計
箪
が
さ
れ
て
い
て
も
、
貰
っ
た
者
が
再
び
現
金
に
換
饗
し
た
り
売
っ
た
り
す
る
時
に
は
い
ろ
い
ろ
手
数
料
が
と
ら
れ
る
。
支
給

内
容
は
実
質
が
伴
わ
ず
、
お
か
み
の
方
で
も
や
は
り
得
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
士
大
夫
を
い
た
め
つ
け
る
損
失
で
あ
る
。
　
（
既
仰
巨
商
、
貨
終

難
尽
、
諸
般
折
給
、
従
是
生
焉
、
難
依
元
価
、
折
銭
無
売
、
雑
収
什
一
、
請
実
虚
損
、
官
亦
虚
損
、
是
認
士
累
損
、
十
二
也
）

そ
の
弊
害
の
広
範
囲
に
亘
る
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
除
去
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
（
其
上
害
広
也
如
此
、
不
可
不
去
也
）

　
仁
宗
中
期
以
後
そ
の
力
を
増
す
通
商
法
論
者
は
、
茶
商
と
園
戸
と
の
直
接
取
引
を
行
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権
務
山
場
の
冗
費
と
弊
害
を
除

き
、
商
人
を
動
き
や
す
く
し
て
商
税
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
歳
入
は
遙
に
多
く
な
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
熱
心
な
通
商
論
者
で
あ
っ
た

葉
清
臣
は
、
通
商
法
に
す
れ
ば
現
在
の
三
倍
に
当
る
百
七
十
万
貫
の
収
益
が
あ
る
と
述
べ
た
上
に
、
別
に
全
国
の
成
発
墨
干
六
百
二
十
万
人
に
、

都
市
三
＋
銭
・
郷
村
二
＋
銭
の
割
で
雲
華
賦
’
霧
け
れ
虞
辛
万
貫
の
増
収
が
あ
る
と
意
見
書
貰
申
し
て
い
榊
こ
の
選
士
賦
は
結
局
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
州
一
蹴
を
単
位
に
戸
ま
た
は
ロ
に
定
額
の
茶
を
割
当
て
た
り
、
茶
税
を
強
制
徴
収
し
よ
う
と
す
る
底
流
は
翌
翌
に
至

る
ま
で
み
ら
れ
、
宋
代
の
身
丁
銭
問
題
と
も
か
ら
ん
で
い
ち
お
う
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
孟
宗
の
嘉
祐
四
年
（
一
〇
五
九
）
は
聖
代
の
茶
法
の
方
向
を
き
め
た
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
二
月
の
詔
勅
で
確
茶
法
が
廃
止
さ
れ
た
。

十
三
山
場
と
沿
江
六
業
務
は
閉
鎖
さ
れ
、
膿
茶
を
除
く
東
南
茶
に
つ
い
て
は
、
茶
商
は
室
戸
と
直
接
取
引
の
上
販
売
し
、
政
府
に
は
専
売
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

金
と
商
税
を
納
入
し
た
。
　
一
方
堅
守
は
自
主
経
営
と
い
う
た
て
ま
え
で
一
定
の
租
銭
（
嘉
祐
四
年
は
全
国
で
三
十
三
万
貫
）
を
納
め
る
こ
と
に
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な
る
。
こ
の
通
商
法
は
、
徽
宗
時
代
、
察
京
に
よ
っ
て
一
時
的
に
権
茶
法
に
き
り
か
え
ら
れ
た
期
間
を
除
き
、
南
画
に
至
る
ま
で
、
宋
代
後
半

二
百
年
の
東
南
茶
法
の
基
幹
と
な
っ
た
。

　
宋
初
以
来
、
開
封
の
催
要
務
を
根
城
に
し
て
、
時
代
の
推
移
に
即
応
し
つ
つ
政
府
に
働
き
か
け
、
茶
法
利
益
の
大
き
な
部
分
を
独
占
し
て
来

た
の
は
、
数
少
い
、
し
か
し
巨
大
な
資
力
を
持
つ
前
索
集
団
で
あ
っ
た
。
だ
が
十
三
山
場
六
樒
務
体
制
に
よ
る
こ
う
し
た
独
占
を
永
続
さ
せ
る

に
は
、
茶
と
い
う
商
品
の
持
つ
性
格
か
ら
来
る
限
界
、
江
南
・
江
北
と
作
為
的
な
専
売
行
政
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
矛
盾
な
ど
の
た
め
、
次
第
次

第
に
行
詰
り
、
結
局
政
府
は
、
通
商
法
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
別
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
国
初
よ
り
百
年
の
歳
月
を
へ
て
、

茶
に
お
け
る
南
・
北
の
商
圏
の
枠
が
公
式
に
外
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
嘉
祐
四
年
か
ら
十
六
年
た
っ
て
四
川
で
新
し
い
確
亡
霊
が
開

始
さ
れ
る
の
も
、
東
南
に
於
け
る
茶
法
問
題
に
一
つ
の
解
決
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
張
泊
と
劉
式
の
伝
は
い
ず
れ
も
宋
史
巻
二
六
七
に
あ
る
。

②
宋
名
臣
奏
議
巻
一
〇
八
、
正
身
門
茶
法
。
門
上
太
宗
乞
罷
権
山
行
放
法
」
。
そ
の

　
一
部
は
群
轡
考
索
後
薬
五
七
に
も
見
え
る
。
　
（
前
略
）
然
而
幹
司
邦
計
之
臣
、
必

　
日
、
朝
廷
確
山
、
大
河
摩
利
、
償
従
放
免
、
徒
利
茶
商
、
影
藤
老
生
之
常
談
、
近

　
世
之
弊
法
。

③
前
油
の
続
き
。
（
前
略
）
訪
聞
、
湖
南
山
色
茶
、
蛭
石
立
中
権
買
、
用
本
銭
二

　
街
二
十
文
、
整
運
単
費
約
破
銭
～
百
文
、
話
中
於
地
頭
出
売
、
計
収
銭
九
百
六

　
十
文
、
除
算
出
本
銭
舞
纒
裏
銭
共
三
百
二
十
文
外
、
合
収
浄
利
銭
六
甲
四
十
文
。

　
（
中
略
）
国
家
所
確
百
貨
、
歳
月
漸
深
、
無
二
減
価
出
売
者
、
遠
年
陳
悪
、
不
堪
支

　
用
、
即
有
逐
時
講
評
岩
、
（
中
略
）
陣
所
立
茶
貨
、
悪
熱
折
外
、
毎
斤
価
銭
、
又
恐

　
不
能
及
六
百
四
十
文
。
（
中
略
）
鯉
山
金
時
、
商
客
買
官
茶
一
斤
、
計
用
銭
九
百
六

　
十
文
、
改
法
之
後
、
二
軸
将
銭
四
衡
菊
醤
茶
本
、
四
百
文
納
官
、
都
計
八
百
文
、

　
黒
蝿
果
将
一
百
六
十
・
文
剰
銭
納
山
讐
、
詣
刀
n
ハ
得
纏
陣
出
［
之
油
時
言
諦
余
暇
田
額
（
下
略
）
。
な
お
こ

　
こ
で
雷
わ
れ
て
い
る
一
斤
は
問
じ
上
奏
の
あ
と
の
部
分
で
～
大
門
と
な
っ
て
い
る

　
よ
う
に
、
普
通
の
一
斤
に
数
倍
す
る
量
で
あ
っ
た
。
火
斤
の
量
は
地
方
．
時
期
に

　
よ
り
必
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
威
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
の
湖
南
潭
州
の
例
で
は
、

　
九
斤
が
三
十
五
斤
に
さ
れ
、
再
び
三
十
二
半
（
一
説
で
は
十
三
斤
半
）
と
記
録
さ

　
れ
て
い
る
（
長
編
四
七
、
威
平
三
年
四
月
己
未
条
、
宋
史
三
二
四
、
李
允
則
伝
）
。

④
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
ニ
、
淳
化
四
年
二
月
四
日
。
詔
、
廃
線
江
擁
両
州
八
処
、
応

　
茶
商
並
許
於
鵬
茶
処
市
之
、
自
江
之
南
、
悉
免
其
算
（
商
税
の
こ
と
）
、
先
是
、
秘

　
書
丞
劉
僧
上
言
、
確
務
茶
陳
悪
、
商
質
少
利
、
歳
課
不
登
、
望
尽
廃
之
、
許
商
人

　
藪
田
京
師
．
、
給
券
、
就
茶
山
、
給
以
新
茶
、
県
官
減
転
漕
実
直
、
而
商
費
獲
利
爽
、

　
帯
従
之
。

⑤
会
要
食
貨
三
十
ノ
三
、
淳
化
四
年
七
月
十
二
日
。
醜
悪
、
先
陣
上
言
者
、
以
茶

　
法
未
便
、
継
紙
少
利
、
因
令
停
廃
擁
（
務
～
）
、
許
商
人
齎
券
詣
茶
山
、
宮
以
新

　
茶
給
之
、
　
（
最
短
）
而
商
旅
之
閲
積
習
撃
発
、
頗
蝉
江
波
之
険
、
各
月
風
土
之
宜
、

　
将
順
群
情
、
自
働
二
重
、
悪
童
江
確
貨
八
務
、
並
令
堂
旧
。

⑥
長
編
巻
六
十
ノ
三
、
鼠
徳
二
年
五
月
壬
子
。
（
前
略
）
其
儀
辺
粟
者
、
非
尽
行

　
商
、
率
其
土
人
、
既
得
交
引
、
特
唇
面
要
州
府
、
鵬
之
、
市
得
三
三
至
京
師
、
京

　
師
有
坐
買
、
置
鋪
、
恩
名
擁
貨
務
、
隠
蔽
引
者
、
湊
之
、
若
行
商
則
鋪
賢
為
保
任
、
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詣
京
師
権
務
給
銭
、
又
移
文
南
州
給
茶
、
若
非
行
商
、
則
鋪
質
置
箇
之
、
転
鶯
与

　
茶
賢
。
同
じ
よ
う
な
記
事
は
会
要
食
貨
三
六
ノ
八
、
累
徳
三
年
七
月
二
十
日
、
長

　
編
一
一
八
ノ
七
、
景
瀦
三
年
三
月
条
に
み
え
る
。

⑦
例
え
ば
、
会
要
食
貨
三
六
ノ
八
、
景
徳
三
年
七
月
二
十
臼
条
に
は
、
齋
下
坐
貿
、

　
逐
蓄
墨
引
、
以
射
利
、
謂
之
頭
並
錬
（
鋪
）
。
と
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
交
引

　
鋪
戸
の
性
格
は
わ
か
ら
な
い
。

⑧
会
要
食
貨
三
十
ノ
九
、
康
定
元
年
正
月
。
三
司
請
、
権
定
商
旅
入
見
銭
五
分
於

　
権
貨
務
、
市
真
州
等
処
茶
引
、
其
半
召
保
母
籍
、
限
半
年
輪
官
、
隠
者
倍
罰
、
従

　
之
。

⑨
　
会
要
食
貨
五
五
ノ
ニ
三
、
大
中
祥
符
二
年
正
月
。
許
許
（
P
）
販
茶
客
於
権
貨

　
務
投
票
、
具
言
、
有
若
干
交
際
在
某
々
、
欲
往
請
、
合
納
税
銭
、
上
身
拘
轄
、
令

　
三
五
人
運
状
委
保
、
又
召
立
引
錨
戸
、
充
保
、
給
公
葱
、
付
客
。
及
び
会
要
食
貨

　
五
五
ノ
ニ
益
、
大
中
祥
符
六
年
七
月
。
詔
、
交
引
鋪
戸
権
貨
務
、
給
与
印
暦
、
逐

　
名
士
上
客
妙
紐
算
交
引
請
銭
、
以
三
五
名
士
一
保
、
具
物
産
抵
当
、
毎
鋪
戸
、
拠

　
名
、
具
申
三
司
開
封
府
。
な
ど
。

⑩
強
要
食
貨
嘉
ハ
ノ
コ
、
大
刷
祥
符
八
年
六
月
。
上
封
者
言
、
商
客
将
沿
辺
入

　
中
糧
草
交
引
、
赴
京
請
銭
、
権
貨
務
須
得
交
引
鼠
戸
為
面
識
、
方
許
通
下
、
其
鋪

　
戸
遽
難
客
旅
、
減
剋
銭
物
、
与
本
務
公
人
、
請
廃
鋪
戸
三
保
、
止
令
諸
色
人
、
自

　
贋
通
下
。

⑪
会
要
食
貨
三
六
ノ
八
、
紫
徳
二
年
七
月
二
十
日
。
（
前
略
）
（
林
）
特
等
召
茶

　
商
十
数
輩
、
縞
以
蝉
騒
、
中
貫
公
私
之
利
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
陳
恕
の
場
合
も

　
行
わ
れ
て
い
る
。
宋
史
二
六
七
、
陳
恕
伝
。
恕
将
立
茶
法
、
召
茶
事
数
十
人
、
偉

　
各
条
利
害
。

⑫
　
長
編
エ
三
六
ノ
　
三
、
鰹
…
醤
五
年
閏
七
月
。
　
（
前
略
）
　
（
王
安
石
隈
）
兼
井
之

　
家
、
魏
茶
｝
行
、
自
来
有
無
除
戸
。

⑬
　
会
下
食
貨
八
ノ
三
四
、
元
符
三
年
十
二
月
三
臼
。
　
（
前
略
〉
欲
擁
灘
南
茶
、
尽

　
霧
之
官
、
（
中
略
）
神
言
本
以
抑
奪
都
城
十
数
兼
＃
山
家
、
歳
課
至
三
十
四
万
絡
。

⑭
　
長
編
＝
八
ノ
七
、
建
軍
三
年
三
月
。
累
月
李
諮
等
、
請
罷
河
北
入
中
虚
信
、

　
以
実
銭
償
一
粟
、
実
銭
衝
茶
、
皆
如
引
証
元
年
之
制
、
又
以
北
商
無
憂
至
京
師
、

　
旧
必
得
交
引
鋪
為
之
保
任
、
井
得
三
司
符
験
、
臼
後
給
銭
、
以
是
京
師
坐
賀
、
率

　
多
遽
求
三
司
吏
、
稽
留
為
姦
、
五
塵
芝
之
、
命
商
持
券
、
径
越
権
貨
務
、
験
実
、

　
立
頭
乏
銭
、
　
（
中
略
）
事
皆
施
行
。

⑮
　
　
紆
汀
門
文
焦
小
巻
ム
ー
山
ハ
、
富
羅
雄
購
第
十
。

⑯
　
盛
代
に
は
人
民
に
塩
を
支
給
し
て
、
そ
の
代
価
を
絹
で
納
入
さ
せ
る
蚕
壌
と
い

　
う
丁
度
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
蚕
茶
は
、
塩
の
代
り
に
茶
を
支
給
し
た
も
の
で

　
あ
ろ
う
が
、
他
に
史
料
が
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑰
　
長
編
＝
八
ノ
六
、
量
溢
三
年
三
月
丙
午
。
就
中
芦
部
勾
二
葉
清
臣
請
、
　
（
中

　
略
）
景
趣
元
年
、
天
下
戸
千
二
十
九
万
六
千
穴
百
穴
十
五
、
丁
二
千
六
百
二
十
万

　
五
千
四
百
四
十
一
、
三
分
其
一
為
産
茶
州
軍
、
内
外
郭
郷
三
曲
五
分
之
一
、
丁
賦

　
銭
三
十
、
村
濃
丁
賦
二
十
、
不
産
茶
州
軍
郭
暗
闘
如
前
、
計
之
又
第
損
一
銭
、
歳

　
計
難
論
維
銭
四
十
除
万
。

⑱
会
要
食
貨
三
十
／
九
、
嘉
砧
四
年
二
月
。

⑲
　
皇
朝
編
年
綱
属
備
要
巻
一
六
、
嘉
鮪
四
年
二
月
。
　
（
中
略
）
乃
詔
罷
之
（
確
茶

　
法
）
、
以
三
無
謬
課
均
賦
黒
戸
、
凡
為
絡
銭
六
十
八
万
有
爵
、
使
歳
輸
官
、
比
輸

　
茶
時
、
其
出
彰
々
、
朝
廷
難
之
、
為
損
意
中
、
歳
翰
縄
銭
三
十
三
万
八
千
有
奇
、

　
謂
之
租
銭
、
与
諸
路
本
締
、
悉
縮
瞳
待
爬
羅
、
罷
十
三
山
場
六
確
事
務
、
惟
懸
茶

　
如
聡
、
除
茶
騨
行
天
下
突
。
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三

　
徽
宗
下
膨
三
年
（
＝
〇
四
）
の
暮
れ
近
く
、
権
力
の
座
に
あ
っ
た
薬
京
は
、
商
人
と
繰
戸
が
直
接
取
引
を
行
う
通
商
法
で
は
、
歳
入
八
十
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

貫
し
か
な
く
、
公
私
い
ず
れ
に
も
不
満
で
あ
る
と
し
て
、
東
南
七
路
に
撃
て
書
冊
法
を
復
活
し
た
。
そ
れ
は
茶
を
産
出
す
る
州
軍
に
買
替
茶
場

を
設
け
、
生
産
者
に
本
義
を
支
給
し
て
作
ら
れ
た
茶
は
す
べ
て
茶
場
に
納
入
さ
せ
、
開
封
確
言
務
に
銅
銭
・
金
銀
を
支
払
っ
た
商
人
に
渡
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
、
北
宋
前
期
の
制
度
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
確
茶
法
は
、
国
初
の
法
は
民
の
た
め
に
、
煕
豊
の
法
は
国

家
の
た
め
に
、
崇
寧
の
法
は
姦
漢
の
た
め
に
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
察
京
の
個
人
的
利
害
で
施
行
さ
れ
た
傾
き
が
強
く
、
殆
ん
ど
実
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
発
揮
せ
ず
、
　
「
法
意
を
理
解
し
な
い
宮
詣
が
、
ノ
ル
マ
を
果
す
こ
と
の
み
に
丁
目
と
し
商
品
の
良
悪
を
問
題
に
せ
ぬ
た
め
」
と
い
う
理
由
づ

け
で
、
足
か
け
二
年
の
ち
の
崇
寧
四
年
に
通
商
法
に
戻
さ
れ
た
。
し
か
し
、
北
宋
中
期
以
後
の
通
商
法
は
、
察
京
の
改
革
を
へ
た
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
、
制
度
的
に
は
非
常
に
細
密
化
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
細
密
な
制
度
を
運
用
す
る
た
め
の
厳
重
な
取
締
り
な
ど
も
加
わ
っ
て
、
社
会
的

に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
察
京
時
代
に
制
定
さ
れ
た
、
交
響
法
と
も
呼
ぶ
べ
き
新
し
い
通
商
法
の
内
容
は
、
政
和
二

　
　
　
④

年
の
政
令
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
な
り
こ
ま
か
い
点
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
客
商
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
茶
を
扱
い
、

富
戸
・
官
・
店
舗
商
人
と
関
係
を
持
つ
か
、
つ
ま
り
生
き
て
動
く
茶
法
の
一
面
を
こ
れ
に
よ
っ
て
浮
き
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
本

章
で
は
、
そ
う
し
た
手
続
を
追
い
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
二
・
三
の
問
題
に
つ
い
て
論
及
し
て
み
た
い
。
新
し
い
通
商
法
の
大
綱
は
文
献
愚
考

巻
十
八
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
手
懸
り
に
逐
次
説
明
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
O
商
旅
並
福
二
所
在
州
県
或
京
師
一
⇔
請
二
長
短
引
幽
⇔
自
買
二
黒
戸
茶
一
　
⑳
貯
劃
一
囲
籠
蔀
一
　
㈲
官
為
鼠
講
、
循
鵠
第
叙
ハ
輸
’
息
詑
、
批
レ

引
販
売
（
原
注
⇔
長
引
許
レ
往
晶
他
路
↓
限
昌
一
年
ハ
短
引
二
二
於
本
隅
一
限
二
一
季
一
）

　
e
　
客
商
が
主
体
で
あ
る
茶
商
は
、
第
一
に
開
封
の
権
常
務
の
一
部
局
黒
茶
場
（
こ
の
名
称
は
禅
宗
時
代
に
あ
ら
わ
れ
以
後
定
着
す
る
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

代
価
を
お
さ
め
て
交
引
の
支
給
を
受
け
る
。
こ
れ
は
宋
初
以
来
変
ら
ぬ
手
続
で
あ
る
。
茶
商
人
に
は
、
緊
縮
四
年
の
詔
勅
で
は
現
任
官
な
ら
び
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に
そ
の
親
戚
、
僧
、
道
、
伎
夜
雨
、
軍
人
、
州
県
の
再
応
と
犯
罪
者
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
通
商
法
以
後
は
現
任
官
と
脊
吏
の
み
が
除
外
さ
れ

や
む
ろ
ん
こ
れ
は
原
則
で
・
現
実
に
は
彼
ら
菱
で
商
人
慮
り
裁
つ
方
塞
導
あ
・
た
ろ
㍉
開
封
で
層
雲
叢
る
の
は
・
当
然

な
が
ら
大
規
模
な
客
商
で
、
地
方
的
な
商
人
は
最
寄
り
の
産
茶
州
軍
に
赴
い
て
別
種
の
交
引
を
貰
い
、
そ
れ
で
茶
を
販
売
し
た
。
こ
の
交
引
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

受
取
り
に
は
、
商
人
が
自
分
自
身
で
赴
く
か
、
少
く
と
も
親
人
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
規
定
で
あ
っ
た
。

　
⇔
　
太
府
寺
に
於
て
厚
紙
で
印
綱
さ
れ
る
茶
導
引
は
販
売
証
、
通
行
証
を
は
じ
め
、
茶
売
買
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
が
こ
れ
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ

　
　
　
　
　
⑧

る
手
形
で
あ
る
。
こ
の
交
引
に
長
引
と
短
引
の
区
別
が
確
立
す
る
の
は
神
宗
時
代
の
四
川
の
茶
法
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
が
、
崇
寧
以
後
の
東
南

茶
法
で
も
、
そ
れ
が
明
確
に
制
度
化
さ
れ
て
登
場
し
て
来
る
。
即
ち
政
和
二
年
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
長
引
は
一
引
百
貫
（
陳
西
百
二
十
貫
）
で
、

茶
の
実
質
量
は
約
千
五
百
斤
、
茶
を
購
入
し
た
場
所
以
外
の
路
で
販
売
し
、
期
限
は
一
年
で
あ
る
。
一
方
短
引
は
、
一
引
二
十
貫
（
陳
西
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

五
貫
）
で
茶
の
量
は
恐
ら
く
二
百
斤
程
度
、
茶
を
買
っ
た
該
当
路
で
販
売
し
、
期
限
は
三
ヶ
月
と
短
い
。
産
茶
の
県
で
は
、
毎
春
茶
が
で
き
る

前
に
、
そ
の
年
の
予
想
産
出
額
と
売
価
を
州
に
報
告
し
、
州
は
襲
っ
た
三
年
間
の
価
格
と
本
年
度
の
価
格
を
あ
わ
せ
て
中
央
に
報
告
し
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
が
甘
苦
務
の
都
置
場
に
送
ら
れ
、
商
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
て
買
付
・
売
捌
を
考
慮
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
産
茶
地
に
お
け
る
買
付
は
こ
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
恐
ら
く
年
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　
⇔
⑳
　
交
遊
を
購
入
し
た
商
人
は
、
直
接
園
戸
の
と
こ
ろ
に
赴
い
て
茶
を
買
付
け
る
。
そ
の
際
、
新
し
く
一
定
規
格
の
茶
の
容
れ
岩
脇
籠
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
官
か
ら
買
っ
て
、
そ
れ
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
多
分
竹
製
の
籠
蔀
は
産
茶
州
軍
の
通
判
が
責
任
者
と
な
っ
て
手
工
業
老
に

作
ら
せ
、
大
小
二
種
（
大
き
な
方
は
百
三
十
斤
入
り
）
あ
り
、
実
費
を
除
く
と
売
渡
し
の
利
ざ
や
が
五
十
銭
以
下
と
い
う
か
ら
、
防
限
そ
の
他
茶

の
保
存
に
は
さ
し
て
有
効
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
客
商
は
大
抵
は
、
産
茶
地
に
近
い
州
県
で
暫
く
滞
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

籠
蔀
を
受
取
る
の
も
酋
肯
さ
れ
よ
う
。
交
引
と
籠
蔀
を
持
っ
た
客
商
は
い
よ
い
よ
園
戸
の
と
こ
ろ
に
出
掛
け
る
。
茶
園
戸
は
所
属
州
察
に
茶
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
特
殊
密
計
の
一
つ
）
と
し
て
登
録
さ
れ
、
税
制
面
そ
の
他
で
一
般
民
戸
と
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
は
未
だ
十
分
に
綜
合
的
に
解
明

さ
れ
て
は
い
な
い
。
上
記
王
安
石
の
言
に
よ
れ
ば
小
戸
一
主
人
と
い
う
縦
の
関
係
が
描
れ
て
い
る
し
、
ま
た
茶
器
戸
自
身
が
交
引
を
受
け
て
茶
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⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
販
売
す
る
例
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
口
に
磐
戸
と
い
っ
て
も
貧
窮
で
抑
圧
さ
れ
た
直
接
生
産
者
と
い
う
概
念
で
は
片
付
け
き
れ
な
い
。

商
人
が
こ
れ
ら
黒
戸
に
接
触
す
る
形
も
多
様
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
法
制
的
に
は
、
茶
園
戸
は
交
引
に
、
売
渡
し
た
茶
の
品
質
、
分
量
、
価
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

書
き
い
れ
て
茶
を
渡
し
代
価
を
受
取
る
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
園
戸
は
政
府
に
税
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
茶
租
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
零
細
な
数
値
は
南
宋
の
地
志
に
散
見
す
る
が
こ
ま
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

　
㈲
　
商
人
は
茶
を
い
れ
た
籠
蔀
と
尊
神
を
も
っ
て
産
茶
地
の
州
軍
に
あ
る
合
同
場
（
こ
の
名
も
神
薬
以
後
に
出
現
す
る
）
と
呼
ば
れ
る
機
関

に
戻
り
、
こ
こ
で
秤
盤
、
封
記
、
批
発
と
い
っ
た
手
続
を
受
け
る
。
即
ち
、
再
選
か
ら
購
入
し
た
茶
が
、
交
野
記
載
の
質
量
と
合
致
す
る
か
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
の
が
潮
通
で
あ
り
、
合
格
し
た
茶
籠
の
数
ケ
所
に
証
明
を
貼
付
し
て
封
印
す
る
の
が
封
記
、
合
同
場
の
帳
簿
に
早
引
の
諸
事
項
を
書
き
入
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

導
引
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
送
り
出
す
の
が
批
発
で
あ
る
。
か
く
て
商
人
は
茶
を
持
っ
て
指
定
地
域
に
赴
き
期
限
内
に
売
捌
く
次
第
に
な
る
。
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

経
過
地
な
ら
び
に
最
終
売
捌
場
所
（
住
売
）
地
で
は
商
税
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
額
は
合
同
場
批
発
の
時
に
き
め
て
お
か
れ
、
の
ち
に
権

貨
務
な
ど
で
一
括
払
い
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
全
国
の
交
通
の
要
衝
に
、
綱
の
国
の
よ
う
に
張
ら
れ
た
商
税
徴
収
場
で
は
、
何
と
か
成
績

を
あ
げ
ま
た
賄
賂
を
貧
ろ
う
と
、
と
か
く
商
人
の
ス
ム
ー
ズ
な
通
行
を
阻
碍
す
る
傾
き
が
あ
っ
た
が
、
期
限
の
き
ら
れ
て
い
る
茶
商
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
、
若
し
留
滞
等
の
不
法
が
あ
れ
ば
特
に
厳
重
に
処
罰
さ
れ
る
規
定
が
作
ら
れ
て
い
た
。
茶
を
売
り
き
っ
た
商
人
は
茶
籠
を
官
に
帰
し
て
廃
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
も
ら
い
、
交
引
も
不
正
に
利
用
さ
れ
ぬ
よ
う
催
八
型
或
は
州
県
に
返
却
（
緻
引
）
す
る
。

　
政
和
の
法
規
を
も
と
に
し
て
み
た
、
心
事
末
か
ら
南
宋
の
通
商
法
の
手
続
は
ザ
ッ
と
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
当
時
の
茶
法
の
中
か
ら
、
眼
に
つ
く
問
題
を
一
・
二
と
り
あ
げ
た
い
。
そ
の
一
つ
は
当
時
の
茶
商
、
主
と
し
て
客
商
の
実
体
で
あ
る
。
こ

れ
を
茶
引
の
性
格
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
一
引
百
貫
（
北
末
末
か
ら
爾
宋
は
じ
め
の
レ
ー
ト
で
い
け
ば
米
三
・
三
石
、
絹
五
十
匹
に
相
嶺
）
の
長
引
を
買
う
商
人
は
、
相
対
的
に
資
力

を
持
つ
遠
隔
地
客
商
と
見
倣
し
て
よ
か
ろ
う
。
彼
ら
は
時
期
を
み
て
、
船
或
は
荷
車
を
連
ね
て
生
産
地
に
乗
り
こ
み
、
大
量
に
茶
を
買
付
け
、

そ
れ
を
国
都
や
大
都
市
に
居
を
か
ま
え
る
宇
戸
に
卸
売
し
た
。
こ
う
し
た
大
商
人
た
ち
は
、
官
と
結
ん
で
規
定
以
上
に
入
る
籠
蔀
を
作
ら
せ
た
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り
、
合
同
場
の
脊
吏
と
結
ん
で
秤
製
の
際
に
手
心
を
加
え
て
貰
っ
た
り
す
る
こ
と
も
稀
で
な
か
っ
た
ろ
う
。
一
方
寒
詣
は
、
常
識
的
に
、
資
力

の
少
い
地
方
商
人
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
中
に
は
買
付
か
ら
清
費
者
へ
の
売
渡
し
を
、
自
分
一
人
で
や
る
小
商

人
、
零
細
な
客
商
も
含
ま
れ
て
い
た
ろ
う
。
長
引
商
人
と
短
引
商
人
の
相
関
関
係
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
殆
ん
ど
な
い
が
、
茶
の
導
引
は
大
商

人
が
ま
と
め
て
買
っ
て
産
茶
地
方
に
赴
き
、
そ
こ
で
小
客
商
に
転
売
し
て
も
良
い
と
い
う
規
定
か
ら
う
か
が
う
と
、
大
商
人
の
系
列
下
に
入
り
、

或
い
は
そ
の
資
力
に
依
存
す
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
字
引
は
、
政
和
の
条
例
で
は
、
一
道
二
十
貫
に
き
め

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
で
も
小
商
人
に
は
不
便
で
あ
っ
た
の
か
、
翌
年
に
は
資
力
少
き
商
旅
の
た
め
に
十
貫
の
宝
引
（
茶
額
百
五
十
斤
）
が
作

　
　
⑳

ら
れ
た
。
茶
の
産
出
期
に
生
産
地
に
集
ま
る
商
人
は
必
ず
し
も
大
資
本
を
持
つ
卸
商
に
限
ら
な
か
っ
た
。
江
西
の
江
州
や
興
国
軍
と
い
っ
た
産

茶
地
に
何
百
と
群
を
な
し
て
や
っ
て
来
る
客
商
が
、
若
し
凶
作
な
ど
で
買
付
が
思
惑
通
り
ゆ
か
ぬ
と
暴
徒
と
化
す
る
例
が
、
南
面
に
ま
ま
見
ら

れ
る
が
、
こ
う
し
た
客
商
は
ま
ず
小
商
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
一
引
五
貫
で
六
十
斤
の
茶
を
三
ケ
月
の
期
限
で
売
る
食
茶
小
引
も
存
在
し
た
。
こ
れ
は
一
州
を
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
も
小

範
囲
の
商
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
恒
常
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
爾
宋
時
代
に
は
、
大
勢
と
し
て
は
一

引
当
り
の
単
価
は
少
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
例
え
ば
二
目
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
は
、
両
漸
・
江
東
の
郷
村
で
零
細
に
草
茶
を
販
売
す
る
小

商
の
た
め
に
四
貫
の
小
引
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
代
価
納
入
に
際
し
て
も
金
銀
と
会
子
の
納
入
比
率
に
拘
泥
せ
ず
、
会
子
の
み
の
納
入

を
認
め
る
等
の
優
遇
措
概
も
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
国
都
を
中
心
と
し
た
大
都
市
の
鋪
戸
が
、
客
商
か
ら
買
取
っ
た
大
量
の

茶
を
加
工
し
、
そ
れ
を
本
心
ま
た
は
他
路
で
卸
す
時
に
も
長
・
駈
引
が
使
わ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
大
要
「
鋪
戸
が
加
工
し
た
末

茶
は
、
誰
で
も
引
を
買
っ
て
販
売
で
き
る
。
長
引
は
五
十
貫
を
納
入
し
て
一
千
五
百
斤
売
る
も
の
と
三
十
貫
で
九
百
斤
を
売
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
ら
に
十
貫
の
短
引
を
支
給
し
、
三
百
斤
を
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
」
と
い
う
政
和
三
年
の
指
揮
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
中
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

点
の
鋪
戸
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
わ
け
で
、
交
引
も
、
保
存
が
き
か
ず
、
か
つ
体
積
が
減
少
し
た
末
茶
を
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
に
一

引
単
位
の
斤
数
が
倍
増
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
北
宋
末
期
、
開
封
で
行
わ
れ
た
水
磨
茶
法
の
流
れ
が
、
こ
こ
に
継
承
さ
れ
て
い
る
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よ
う
で
あ
る
が
、
南
宋
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
交
引
法
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
交
引
を
持
っ
て
販
売
地
に
赴
く
客
商
が
現
地
で
ど
の
よ
う

に
卸
・
小
売
商
1
1
二
戸
と
接
触
し
た
か
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
史
料
か
ら
、
そ
の
多
様
性
が
推
測
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
例
え
ば
、
「
各
地
方
の

姦
猜
の
輩
は
、
客
販
の
塩
や
茶
を
か
け
買
い
し
、
約
束
通
り
支
払
を
し
な
い
。
客
商
が
お
か
み
に
訴
え
、
追
求
さ
れ
る
と
、
売
先
の
人
名
と
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

額
を
書
い
た
良
い
加
減
な
帳
簿
を
残
し
て
一
家
逐
電
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
は
客
商
が
在
地
の
売
捌
に
際
し
て
一
杯
く
わ
さ
れ
る
方
で
あ
り
、

「
客
商
が
茶
を
浮
浪
、
愚
答
に
期
限
を
き
っ
て
、
不
当
な
価
格
で
賑
売
り
し
た
場
合
に
は
、
有
利
債
負
の
法
を
適
用
す
る
」
と
い
う
の
は
、
客

商
が
零
細
な
小
売
人
に
対
し
て
優
位
に
た
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
客
商
が
売
斜
地
で
牙
人
（
仲
買
）
を
通
じ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

よ
う
だ
が
、
こ
の
牙
人
が
し
ば
し
ば
客
商
を
い
た
め
つ
け
る
。
そ
の
最
も
ひ
ど
い
例
は
、
評
定
建
康
志
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
牙
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

身
元
の
き
ち
ん
と
し
た
第
三
霞
網
が
充
て
ら
れ
る
た
て
ま
え
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
そ
う
し
た
法
規
が
遵
守
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
察
京
時
代
以
後
の
茶
法
は
、
　
「
科
条
は
繊
悉
、
紛
更
に
し
て
、
記
す
る
に
た
え
ず
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
制
度
的
に
は
こ
ま
か
い
完
備
し
た
も

の
と
な
っ
た
が
、
通
商
法
が
円
滑
に
運
用
さ
れ
、
財
政
収
入
上
も
所
期
の
国
的
を
果
し
た
か
と
い
う
と
、
答
は
否
定
的
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

法
令
が
こ
ま
か
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
ま
た
形
式
的
に
完
備
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
実
は
そ
れ
と
乖
離
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
宋
の
沈
欝
の
場
合

も
同
様
で
あ
る
。
北
期
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、
上
記
通
商
法
の
裏
で
は
、
茶
引
の
強
制
的
割
付
、
私
蓄
の
横
行
、
ひ
い
て
は
茶
魁
と
呼
ば
れ

る
反
権
力
集
団
が
出
現
し
、
政
府
を
苦
し
め
る
一
方
、
社
会
的
に
も
少
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。

　
北
宋
に
も
あ
る
程
度
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
南
宋
に
な
っ
て
特
に
多
く
み
ら
れ
る
現
象
に
、
茶
引
の
熱
澗
割
当
が
あ
る
。
最
初
は
自
然
慣

行
的
で
あ
っ
た
各
路
に
於
け
る
茶
引
の
発
売
繋
が
、
次
第
に
祖
額
と
し
て
固
定
化
し
、
そ
の
額
に
基
づ
い
て
官
員
脊
吏
の
勤
務
評
定
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
上
述
し
た
。
と
り
わ
け
南
宋
に
入
る
と
、
該
当
州
察
を
単
位
と
し
て
、
そ
こ
を
通
過
す
る
（
商
事
と
関
係
が
あ
る
）
批
発

茶
と
、
そ
こ
で
売
る
貸
売
茶
の
割
当
が
ほ
ぼ
き
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
の
多
い
少
い
に
よ
っ
て
、
官
員
の
賞
罰
が
こ
と
こ
ま
か
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
弊
害
は
、
紹
興
二
十
八
年
（
＝
五
八
）
湖
北
の
復
州
知
州
の
上
言
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
大
約
次
の

よ
う
に
言
う
。
　
「
荊
湖
北
路
で
は
毎
年
の
発
売
茶
引
額
が
一
定
に
さ
れ
て
い
る
。
も
し
各
州
が
例
年
の
割
当
数
通
り
売
る
と
す
れ
ば
、
人
口
が

30　〈30）・
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増
加
し
ト
茶
の
消
費
の
多
い
場
所
で
は
年
間
割
当
額
で
は
足
ら
ず
．
小
商
人
が
密
売
を
し
て
利
益
を
得
る
。
一
方
、
人
口
が
減
少
し
た
場
所
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚

茶
引
数
が
か
な
り
多
け
れ
ば
、
保
正
に
強
制
割
当
さ
れ
、
極
端
な
場
合
、
貧
富
を
問
わ
ず
丁
口
数
で
も
っ
て
均
等
に
割
付
が
な
さ
れ
る
。
」
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
同
じ
湖
北
荊
孤
軍
の
知
州
洪
置
に
よ
っ
て
も
、
よ
り
こ
ま
か
な
数
字
を
あ
げ
て
書
き
残
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
早
戸
三
千
、
う
ち
都
市
居
住
者
五
百
戸
と
い
う
荊
門
軍
二
県
で
は
、
毎
年
四
百
六
十
引
の
割
当
が
あ
り
商
人
は
そ
の

代
価
一
万
七
百
貫
（
一
豪
富
二
三
貫
）
を
納
め
る
。
と
こ
ろ
が
商
人
は
、
元
価
百
貫
に
も
満
た
ぬ
附
近
で
産
出
す
る
下
等
鑛
茶
を
五
百
三
十
文

で
売
り
付
け
る
。
実
際
に
売
る
段
階
に
な
る
と
、
県
が
商
人
側
に
立
ち
、
梅
郷
宛
に
売
捌
引
言
を
き
め
、
郷
で
は
薯
保
・
大
小
保
長
が
各
戸
の

丁
口
数
に
応
じ
て
強
制
的
に
割
付
け
る
。
そ
の
額
は
一
丁
な
ら
三
斤
（
一
貫
五
百
九
十
文
）
で
多
い
家
で
は
十
三
斤
（
六
貫
八
百
九
十
文
）
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

買
わ
さ
れ
る
。
そ
の
手
続
の
間
隙
に
得
平
が
入
り
こ
み
商
人
と
結
托
し
て
数
女
の
悪
事
を
働
く
」
と
い
っ
た
あ
ら
ま
し
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
う
な
茶
引
額
の
固
定
化
に
も
と
つ
く
一
般
人
民
へ
の
茶
の
強
制
割
付
は
南
宋
で
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
時
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
は
茶
を
産
し
な
い
、
本
来
茶
引
割
当
の
な
か
っ
た
県
に
ま
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
例
も
知
ら
れ
る
。
前
章
で
、
北
宋
中
期
に
葉
清
臣
が
了
口
割

り
の
茶
税
を
献
言
し
、
ま
た
王
安
石
の
議
課
の
中
で
も
茶
の
無
償
割
付
に
言
及
し
て
い
る
史
料
を
あ
げ
た
が
、
南
平
時
代
に
は
、
地
方
に
よ
っ

て
一
般
人
民
が
消
費
税
と
し
て
強
制
的
に
茶
税
を
支
払
わ
さ
れ
て
い
る
例
が
か
な
り
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
、
通
商
法
と
い
っ
て
も
、
多
く

の
場
合
は
制
度
に
寄
食
し
た
大
商
人
・
得
吏
・
凶
漢
が
利
益
を
中
聞
搾
取
し
、
実
際
に
は
人
民
に
綴
寄
せ
が
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
北
宋
末
か
ら
南
宋
一
代
に
亘
っ
て
、
茶
法
と
関
係
す
る
大
き
な
闇
題
と
し
て
は
茶
の
密
輸
集
団
が
し
ば
し
ば
反
乱
を
起
し
た
こ
と
を
挙
げ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
徽
宗
宣
和
二
年
（
＝
二
〇
）
の
漸
江
睦
州
に
お
け
る
方
響
の
乱
を
皮
切
り
に
、
南
平
時
代
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
茶
賊
・
茶
憲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縛

記
事
は
決
し
て
少
く
な
い
。
と
り
わ
け
野
鶏
革
命
の
故
地
を
含
む
、
江
西
・
湖
北
・
湖
南
の
境
界
地
方
は
彼
ら
の
巣
窟
と
し
て
、
政
府
は
そ
の

対
策
に
苦
慮
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
虚
勢
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
社
会
構
造
と
関
連
さ
せ
て
よ
り
詳
し
く
調
べ
ね
ば
な
る
ま
い
が
今
の
私
に
は

そ
の
用
意
が
な
く
、
た
だ
そ
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
は
じ
め
に
も
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
宋
代
の
茶
法
の
変
遷
と
関
係
を
持
つ
商
人
の
動
き
を
探
り
つ
つ
、
時
代
を
追
っ
て
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
宋
の
実
法
の
全
体
像
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
た
め
に
は
、
な
お
多
く

の
個
別
闘
題
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
む
す
び
に
か
え
て
、
私
の
現
在
持
っ
て
い
る
見
通
し
の
よ
う
な
も
の
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
「
国
家
の
養
兵
の
費
は
す
べ
て
茶
塩
の
利
に
よ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
茶
の
専
売
益
金
が
国
庫
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

南宋確貨務歳額（会要食貨55／27）

｝紹興24％1紹興32％
　　　　　　貫　銭

17969011．609

　2121477．758

　1195S54．246

　　279449．058

83

10

5．5

1．5

76

P3

T
6

　　　　　　　貫　銭

15665615．430

　2694004．577

　1099108．685

　1208762．514

塩
茶

馨
納

香
雑

20667491．2e6　1　100 21565792．671 100

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
　
し
か
し
、
　
「
茶
と
塩
は
問
題
が
一
つ
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
も
、
現
在
か
ら
み
る
と
、

そ
の
重
要
性
は
や
は
り
相
当
の
ひ
ら
き
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
北
宋
時
代
の
茶
の
歳
課
は
、
そ
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

値
自
体
に
検
討
す
べ
き
点
が
少
く
な
い
が
、
大
ざ
っ
ぱ
に
太
宗
末
か
ら
真
宗
初
め
で
三
百
万
貫
、
や
や
時
代
が

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

下
る
と
百
九
万
貫
、
壷
鐙
時
代
の
茶
法
の
弊
害
が
著
し
か
っ
た
時
に
九
十
万
貫
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字

そ
の
も
の
は
、
各
時
期
に
於
け
る
歳
入
全
体
の
中
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
と
は
思
わ
れ
ぬ
。

一
方
同
じ
現
金
収
益
の
中
で
も
商
税
は
、
太
宗
末
に
四
百
万
貫
、
仁
宗
中
期
以
後
で
干
九
百
万
、
神
能
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

で
八
百
五
十
万
の
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
南
宋
に
入
っ
て
も
変
ら
な
い
。
南
宋
で
は
、
国
都
杭

州
臨
藩
府
に
権
貨
務
嬉
野
場
が
置
か
れ
た
ほ
か
、
鎮
江
府
と
江
寧
府
（
建
康
）
に
も
日
貨
務
が
設
け
ら
れ
て
、

導
引
の
受
渡
し
ほ
か
専
売
業
務
を
取
扱
っ
た
。
そ
の
歳
入
額
は
、
悪
道
六
年
（
＝
七
〇
）
、
臨
安
八
百
万
貫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

建
康
千
二
百
万
、
鎮
江
四
百
万
、
計
二
千
四
百
万
と
決
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
紹
興
末
年
に
は
、
上
表
の
よ
う

な
確
貨
務
歳
入
の
統
計
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
茶
の
収
益
は
、
全
体
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
す

ぎ
な
い
。
む
ろ
ん
全
体
の
額
が
大
き
い
か
ら
十
パ
…
セ
ン
ト
と
い
っ
て
も
少
な
い
も
の
で
は
な
く
、
各
総
領
所

が
軍
費
捻
出
の
た
め
に
し
き
り
に
茶
引
の
交
付
を
乞
う
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
茶
専
売
の
重
要
性
は
否
定
で
き
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な
い
。
し
か
し
、
国
庫
収
益
の
総
額
か
ら
考
え
る
と
、
茶
の
専
売
に
よ
る
利
益
そ
の
も
の
は
、
塩
と
比
較
し
て
は
る
か
に
少
額
で
あ
っ
た
。
宋

代
、
新
し
い
統
一
王
朝
の
主
要
な
貨
幣
収
入
と
し
て
は
、
や
は
り
、
塩
と
商
税
を
中
心
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
・
明
と
時
代
が

下
っ
て
も
、
茶
が
宋
以
上
に
専
売
政
策
上
重
要
な
地
位
を
占
め
た
と
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
ぬ
。
茶
の
専
売
は
、
む
し
ろ
直
接
国
庫
へ
の
現
金
収

益
以
外
の
面
で
果
し
た
役
割
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
黒
髭
初
期
の
銅
銭
絶
対
量
の
不
足
、
軍
糧
補
給
の
必
要
期
の
政
策

と
し
て
、
ま
た
中
期
以
降
の
四
川
の
茶
馬
貿
易
が
そ
れ
で
あ
り
、
特
に
後
老
は
明
代
の
茶
馬
貿
易
と
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、

北
宋
前
半
初
期
に
適
法
が
変
転
を
く
り
か
え
す
の
も
、
五
代
宋
初
と
い
う
時
代
の
転
換
期
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
、

南
宋
末
・
元
か
ら
明
へ
の
茶
法
の
変
遷
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

肩代骨法の一考察（梅原）

①
会
要
食
貨
三
十
ノ
三
｝
、
崇
寧
元
年
十
二
月
八
日
。
尚
書
霜
僕
射
察
京
等
言

　
（
中
略
）
嘉
蕨
初
、
遂
積
層
確
、
行
便
商
之
法
、
客
人
園
戸
私
相
貿
易
、
公
私
不

　
給
、
利
源
寝
錨
、
歳
入
不
過
八
十
除
万
（
中
略
）
今
欲
将
荊
湖
・
江
潅
・
両
断
・

　
福
建
言
路
州
軍
、
所
産
茶
、
依
旧
禁
確
、
選
官
置
上
、
提
挙
措
置
、
並
置
産
茶
州

　
県
、
随
処
置
場
、
年
端
収
買
、
（
中
略
）
所
有
復
行
禁
野
条
法
、
検
会
大
中
祥
符

　
所
行
旧
法
・
井
慶
暦
後
来
私
立
害
公
之
弊
、
取
今
日
可
行
者
、
平
中
修
立
、
接
続

　
為
法
、
頒
降
施
行
、
従
之
。

②
会
盟
食
貨
三
十
ノ
三
六
、
崇
寧
四
年
六
月
九
日
。
中
書
省
言
、
櫨
茶
本
以
便
園

　
戸
、
通
商
費
、
而
奉
行
官
吏
、
全
勝
法
意
、
務
割
興
額
、
抑
勤
科
配
、
致
不
辮
美

　
悪
、
乞
立
条
約
、
従
之
。
と
あ
る
直
後
の
会
藩
邸
葉
、
崇
寧
四
年
六
月
二
十
四
日

　
に
は
、
三
省
言
、
已
罷
官
場
売
茶
、
許
商
費
与
園
戸
交
易
、
経
営
差
響
、
以
使
客

　
販
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。

③
例
え
ば
こ
の
蒔
期
の
私
茶
塩
の
取
墨
黒
の
罰
則
や
、
官
員
が
密
売
買
を
検
挙
し

　
た
時
の
こ
ま
か
な
賞
格
は
、
群
書
・
食
貨
三
選
ノ
七
、
政
和
五
年
五
月
二
十
五
日
の

　
条
に
み
え
る
。

④
会
要
食
貨
三
十
ノ
三
九
一
四
四
、
政
和
二
年
入
月
二
十
六
日
条
。
以
下
こ
れ
を

　
政
和
条
例
と
呼
ん
で
お
く
。

⑤
政
和
条
例
。
一
、
客
人
許
於
茶
務
買
引
、
指
定
某
州
県
買
、
往
所
指
処
、
任
便

　
　
　
　

　
貨
売
～
。

　
　
　
く

⑥
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
六
、
政
和
三
年
十
二
月
六
日
。
中
書
省
言
、
検
会
崇
寧
四
年

　
八
月
十
七
日
朝
旨
、
応
在
任
官
・
親
戚
・
及
講
習
任
官
・
僧
道
・
伎
術
人
・
軍

　
人
・
本
州
県
公
人
、
及
犯
罪
応
照
人
、
不
郵
書
引
販
茶
、
（
中
略
）
勘
会
、
見
行

　
茶
法
、
係
令
客
人
等
、
赴
都
茶
務
買
引
、
与
書
様
高
潔
交
易
、
販
茶
、
限
定
大
小

　
斤
重
、
箸
置
籠
節
、
救
世
以
前
購
体
不
同
、
詔
勝
手
四
年
指
揮
内
、
見
任
官
・
公

　
人
、
合
依
旧
記
許
買
引
無
漏
外
、
電
撃
不
施
行
。

⑦
政
和
条
例
。
一
、
客
人
請
引
、
須
正
身
若
親
人
正
身
難
場
、
不
得
仮
傍
他
客
、

　
借
人
或
課
試
者
、
各
杖
一
触
。

⑧
政
和
条
例
。
一
、
長
短
引
、
令
太
府
寺
、
以
厚
紙
、
立
証
印
造
、
霞
押
、
当
職

　
墨
絵
合
同
言
草
籍
詑
、
毎
三
百
道
、
＃
運
送
都
茶
場
務
。

⑨
　
政
和
条
例
。
｝
、
客
止
茶
、
並
於
茶
務
、
請
長
短
二
引
、
各
摺
定
所
詣
州
県
住

　
売
、
長
引
許
往
他
路
、
短
引
止
於
本
路
翼
販
。
一
、
客
評
説
引
、
毎
引
納
銭
㎝
百

　
貫
、
若
詣
挾
西
路
者
、
加
二
十
貫
文
、
許
販
茶
一
百
二
十
貫
、
警
守
二
十
貫
、
許

33 （33）



　
二
十
五
貫
㌔
一
、
客
請
引
賑
茶
、
許
自
陳
乞
限
、
長
引
導
得
過
一
年
、
短
引
一
季
。

　
そ
の
他
、
一
如
食
貨
ヨ
ニ
ノ
＝
瓢
、
津
和
三
年
十
月
五
日
条
で
は
、
承
御
筆
、
毎

　
長
引
一
百
貫
、
許
玉
茶
一
千
五
百
斤
、
短
引
毎
一
十
貫
、
許
販
茶
一
百
斤
と
あ
る
。

⑩
政
和
条
例
。
一
、
州
県
、
春
月
、
園
戸
茶
出
蒋
、
集
人
戸
、
以
十
年
所
出
、
具

　
実
数
売
価
、
県
申
州
、
州
華
実
、
以
前
三
年
実
直
与
今
来
価
、
具
実
封
、
申
戸
部
、

　
下
茶
務
、
照
会
。

⑪
　
北
宋
前
期
の
十
三
山
場
に
於
い
て
は
期
間
に
制
限
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ

　
た
。
会
要
食
貨
三
十
ノ
八
、
天
聖
三
年
十
二
月
十
三
日
。
　
（
前
略
〉
勘
会
、
山
場

　
所
買
茶
、
自
三
月
開
場
、
至
七
月
終
住
場
、
客
人
多
是
開
場
後
、
方
於
在
京
、
入

　
便
銭
物
、
博
華
中
引
、
或
有
剛
建
、
不
漣
元
限
月
分
土
場
。

⑫
麗
麗
条
例
。
一
、
今
後
、
盛
茶
総
革
、
仰
所
属
州
軍
、
専
委
通
判
、
闘
者
委
以

　
次
官
、
撲
定
、
茶
寵
簾
、
長
澗
尺
寸
、
＃
貝
葉
斤
重
、
分
為
二
等
、
一
百
三
十
斤

　
為
限
製
造
、
用
火
印
燃
記
題
号
、
降
付
市
易
税
務
収
掌
（
下
略
）
。
　
一
、
応
出
茶

　
地
分
、
委
通
事
、
依
様
、
選
人
爵
、
製
造
寵
節
出
売
、
毎
蓼
藍
工
費
外
、
不
得
過

　
五
十
文
、
以
所
売
息
銭
、
充
工
料
県
費
。

⑬
　
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
ニ
四
、
紹
興
元
年
五
月
十
七
日
。
孟
灰
言
、
茶
客
買
到
文
引
、

　
在
法
、
、
令
先
聖
合
同
場
勘
験
、
請
買
総
締
、
就
往
山
場
園
戸
処
、
買
茶
、
装
盛
入

　
城
、
赴
合
同
揚
、
受
理
・
封
印
・
養
護
。

⑭
政
和
条
例
。
一
、
諸
葉
茶
三
戸
、
官
不
置
揚
一
翼
、
許
墨
型
与
客
人
買
売
、
仰

　
赴
所
属
州
県
、
投
状
、
充
茶
戸
、
官
為
籍
記
、
罪
投
状
充
書
人
、
不
得
与
客
人
買

　
売
。

⑮
会
要
食
年
三
ニ
ノ
ニ
八
、
紹
興
三
年
二
月
二
十
五
日
。
詔
、
茶
園
戸
自
請
引
販

　
茶
、
如
引
不
随
茶
、
並
依
客
人
建
窯
引
不
部
曲
条
法
、
断
罪
施
行
。

⑯
勿
論
、
宋
代
の
識
者
（
例
え
ば
呂
陶
や
劉
攣
）
が
折
に
ふ
れ
て
指
摘
す
る
よ
う

　
に
、
茶
園
戸
は
零
細
な
戸
が
多
く
、
ま
た
　
蒔
的
に
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
す

　
る
関
係
上
、
雇
傭
労
働
者
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
普
通
で
あ
っ
た
。
早
い
聴
期
に

　
こ
う
し
た
点
に
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
会
要
食
上
三
十
ノ
三
、
景
徳
三
年
七
月

置
三
十
日
条
が
参
考
に
な
る
。

⑰
政
和
条
例
。
一
、
客
人
三
園
戸
当
三
曲
茶
、
並
令
園
戸
、
於
引
内
、
批
墾
的
実

　
色
号
・
斤
重
・
価
銭
（
下
略
）
。
別
に
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
一
七
、
宣
誓
七
年
正
月

　
三
十
日
条
を
参
照
。

⑱
茶
租
銭
の
零
細
な
史
料
と
し
て
は
、
会
要
食
貨
茶
事
の
部
分
に
散
見
す
る
も
の

　
の
ほ
か
、
会
要
食
貨
七
ノ
一
五
、
嘉
縮
五
年
七
月
六
日
、
同
六
五
ノ
ニ
四
、
元
豊

　
五
年
三
月
四
日
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
新
安
志
十
二
。
茶
課
に
は
、
茶
租
銭

　
者
、
起
於
嘉
砧
中
、
宣
州
以
寺
銭
千
八
百
七
十
四
貫
文
、
均
在
本
州
、
今
民
戸
自

　
馬
銭
二
貫
省
以
上
者
、
毎
貫
敷
銭
五
十
。
と
あ
る
。

⑲
　
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
…
七
、
輝
北
七
年
四
月
一
日
。
中
墨
省
尚
書
省
三
爵
、
都
茶
揚

　
状
、
理
会
、
客
茶
総
節
、
軸
承
宜
和
元
年
三
月
十
五
日
過
旨
、
於
龍
節
腰
回
蓋
底
、

　
用
紙
、
転
写
合
同
場
年
月
日
・
客
人
姓
名
去
処
・
墨
色
斤
重
字
号
基
数
、
詔
依
宣

　
和
元
年
三
月
十
五
目
指
揮
、
施
行
。

⑳
注
⑬
参
照
。
な
お
批
難
は
時
に
よ
っ
て
県
で
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
会
要
食
貨

　
三
ニ
ノ
八
、
政
和
六
年
二
月
二
十
五
日
、
同
三
ニ
ノ
一
五
、
宣
和
六
年
五
月
十
一

　
日
条
な
ど
。

⑳
同
じ
商
税
と
い
っ
て
も
茶
の
商
税
が
別
枠
で
扱
わ
れ
た
こ
と
は
、
長
編
四
七
四

　
ノ
一
、
元
酷
七
年
六
月
乙
卯
に
み
え
る
。
全
国
的
な
茶
の
商
税
額
は
北
宋
中
期
と

　
考
え
ら
れ
る
統
計
が
、
会
要
食
貨
二
九
ノ
一
五
に
あ
り
、
銅
銭
四
十
五
万
八
千
貫
、

　
聯
立
六
万
五
千
貫
ζ
詠
わ
れ
る
。

⑫
　
例
え
ば
税
務
で
実
際
に
茶
商
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
醤
吏
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、

　
黒
陶
食
貨
三
ニ
ノ
七
、
政
和
四
年
十
月
七
日
条
が
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
史
料

　
か
ら
考
え
る
と
長
引
は
州
の
税
務
、
短
引
は
県
の
税
務
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た

　
こ
と
が
判
る
。
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
井
戸
、
紹
興
元
年
四
月
九
日
。
任
点
言
、
勘

　
会
、
客
販
翼
壁
過
去
処
、
依
法
、
長
三
智
州
、
短
甲
経
県
、
験
察
、
別
無
私
販
許

　
直
行
、
不
得
業
「
日
。

㊧
　
会
要
食
貨
三
等
ノ
ニ
六
、
紹
興
元
年
十
二
月
十
九
日
。
提
挙
江
南
東
路
茶
塩
公
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事
陳
鋳
雷
、
契
勘
、
客
人
般
販
茶
塩
、
往
所
在
州
県
住
売
、
依
法
売
詑
、
塩
袋
限

　
五
日
、
籠
簾
限
十
日
、
縁
納
入
官
、
州
竪
猿
自
都
監
、
二
三
委
自
尉
司
、
置
簿
拘

　
収
、
税
務
逐
時
、
拠
客
人
住
売
茶
塩
当
日
、
具
合
拘
収
寵
袋
数
目
、
虫
送
。
　
（
中

　
略
）
監
視
焼
殿
。

＠
　
会
要
食
貨
三
縄
ノ
ニ
三
、
紹
興
元
年
二
月
十
七
臼
。
又
任
点
言
、
客
阪
茶
、
依

　
法
、
至
住
売
値
、
経
所
在
州
県
、
嫁
引
詑
、
藁
薦
批
盤
、
方
許
立
売
、
其
引
随
処

　
緻
納
殿
抹
、
近
来
売
尽
者
、
多
重
不
将
文
引
・
踏
絵
緻
納
、
官
［
司
荷
簡
、
更
不
拘

　
収
、
致
影
無
私
茶
、
為
害
不
細
。

㊧
　
会
要
食
貨
三
園
ノ
一
八
、
宜
和
七
年
八
月
十
日
。
（
前
略
）
訪
閃
、
豪
獅
商
費
、

　
計
会
合
同
場
、
大
嵐
斤
重
、
或
自
将
籠
簾
、
増
添
高
大
、
所
帯
剰
茶
過
多
。
そ
の

　
ほ
か
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
一
三
、
宣
和
三
年
立
［
月
五
目
。
　
（
前
略
）
本
司
今
・
訪
聞
、

　
尚
有
切
顧
刑
法
皆
人
、
予
将
尋
物
、
計
会
親
中
、
集
書
作
頭
、
寛
大
織
造
、
避
買

　
前
表
、
剰
帯
厳
重
、
其
頃
雛
、
難
有
委
浜
堤
造
、
及
差
官
隔
手
製
撲
之
迄
、
所
委

　
空
玉
是
並
不
親
臨
、
若
輩
無
茶
舘
、
到
合
同
場
、
亦
是
用
財
、
計
会
専
秤
、
於
乗

　
発
茶
擁
併
暴
馬
、
並
不
日
法
迩
籠
秤
製
、
只
是
探
点
斤
重
軽
小
之
雛
、
影
庇
其
除

　
　
　
　
　
　

　
之
数
、
遂
逐
便
興
行
。

㊧
　
会
要
食
貨
三
思
ノ
ニ
、
政
和
三
年
正
月
十
八
臼
。
尚
書
省
勘
会
、
除
去
茶
短
引
、

　
已
降
指
揮
、
許
大
商
帯
畏
、
染
織
販
茶
二
分
、
転
売
与
本
殿
小
躍
、
勿
別
給
公
懸
、

　
詔
長
引
、
如
大
商
語
弊
買
、
転
売
者
、
亦
許
野
里
引
法
施
行
、
其
所
給
公
愚
、
働

　
限
半
年
緻
納
。

⑳
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
四
、
政
和
三
年
七
月
二
十
日
。
尚
書
省
言
、
墓
守
、
販
茶
短

　
引
、
毎
道
価
銭
ご
十
貫
、
霧
慮
、
尚
有
本
小
商
旅
、
不
能
興
販
之
人
、
詔
令
太
府

　
寺
、
更
印
給
一
等
十
貫
短
引
、
許
墜
死
一
冨
五
十
斤
∩
除
依
前
後
已
降
指
揮
。

⑳
　
会
遇
兵
五
ノ
ニ
九
、
乾
鰯
七
年
十
｝
月
二
十
｝
目
。
権
発
遣
隆
幕
府
襲
茂
良
言
、

　
江
州
興
圏
軍
接
連
准
向
江
東
湖
北
、
毎
歳
常
勝
墨
客
、
百
十
為
群
前
来
、
今
歳
大

　
皐
、
難
論
不
発
、
単
記
圧
在
園
戸
等
処
人
家
住
泊
、
繕
慮
此
曹
乗
時
荒
緻
、
聚
集

　
作
善
。
或
い
は
建
炎
以
来
繋
年
要
録
一
八
一
、
紹
興
二
十
九
年
四
月
辛
亥
。
　
（
前

　
略
）
洪
遵
言
、
瑞
昌
興
國
之
闘
、
茶
商
失
業
、
聚
為
盗
賊
。
な
ど
。

㊧
　
ム
瓜
間
食
化
只
三
ニ
ノ
ニ
ニ
、
毒
炎
四
年
七
月
二
十
六
［
口
。
　
（
前
略
）
、
今
夏
准
政
和

　
七
年
九
月
十
五
目
朝
鰹
節
文
、
産
茶
州
県
人
驚
食
茶
、
許
懸
銭
、
買
小
引
販
客
、

　
自
算
詰
日
、
限
＝
李
。
同
三
ニ
ノ
ニ
三
、
紹
興
元
年
二
月
十
七
日
。
　
（
前
略
）
建

　
炎
三
年
九
月
内
、
承
朝
旨
、
別
印
造
一
等
無
茶
小
引
、
毎
三
五
貫
文
、
日
動
茶
六

　
十
斤
、
不
得
出
本
州
界
貨
売
。
こ
れ
は
文
献
通
露
盤
十
八
に
よ
る
と
建
炎
三
年
に

　
一
旦
や
め
ら
れ
た
が
淳
煕
二
年
に
鞍
置
さ
れ
た
と
あ
る
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
｝
ノ
ニ
九
、
紹
熈
元
年
五
月
十
能
日
。
確
貨
務
都
茶
切
言
、
湖
南

　
北
・
江
西
路
、
巻
係
巨
日
興
阪
、
尚
且
給
降
小
引
、
其
両
三
・
江
東
等
路
、
多
是

　
毒
死
客
人
、
販
往
郷
村
、
零
細
貨
売
、
乞
添
印
造
四
貫
例
長
短
小
引
、
相
兼
聴
客

　
従
便
請
買
、
既
而
戸
部
言
、
近
添
印
造
両
漸
江
東
州
軍
四
貫
巌
巌
長
短
小
引
給
売
、

　
務
在
招
引
小
客
、
今
若
依
大
引
見
使
金
銀
嬢
子
分
数
、
写
録
算
請
、
恐
小
客
難
以

　
変
転
興
販
、
壁
書
積
圧
、
欲
将
今
来
給
売
小
引
、
除
見
巡
金
銀
会
子
分
数
入
納

　
外
、
如
劃
一
使
一
色
単
子
算
請
者
、
聴
、
庶
幾
客
販
一
得
通
快
、
従
之
。

⑳
　
会
要
食
貨
劇
甚
ノ
五
、
政
和
三
年
八
月
十
七
日
。
尚
書
省
雷
、
勘
会
、
鋪
戸
変

　
磨
到
末
茶
、
昨
降
指
揮
、
許
諸
色
人
買
引
興
販
、
長
引
返
銭
五
十
貫
文
、
販
茶
一

　
千
五
百
二
月
、
三
十
轟
貝
文
販
茶
九
頁
斤
、
短
難
聴
銭
二
十
・
貫
文
、
販
茶
六
｝
臼
歯
、
縁

　
近
降
指
揮
、
醜
草
茶
、
更
印
給
一
等
十
貫
文
短
引
、
其
差
茶
未
有
十
貫
眉
引
興
販

　
指
揮
、
詔
販
末
茶
、
更
難
癖
十
貫
文
選
引
、
許
興
販
三
百
斤
、
約
束
葉
叢
依
前
後

　
已
降
指
揮
。

⑫
　
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
三
一
、
紹
興
四
年
八
月
十
穴
日
。
　
（
前
略
）
縁
末
茶
滋
味
苦

　
渋
、
性
不
堅
実
、
不
堪
経
久
。

㊤
　
険
要
食
貨
三
一
…
ノ
一
〇
、
鼠
鳴
三
年
二
月
二
十
三
日
。
詔
、
訪
聞
、
諸
路
州
県

　
姦
狸
之
人
う
除
買
客
人
下
主
、
並
不
依
約
帰
還
、
致
客
人
経
哲
理
索
、
施
置
草

　
簿
、
虚
写
人
戸
姓
名
・
欠
銭
数
目
・
在
鋪
、
全
家
走
閃
、
官
更
啓
倖
、
愚
拠
虚
写

　
文
簿
、
勾
追
監
理
、
掻
擾
良
民
、
失
陥
客
人
銭
本
、
有
害
茶
塩
大
法
。

⑭
　
会
見
食
貨
三
十
ノ
三
七
、
政
和
元
年
三
月
二
十
四
日
。
臣
僚
上
言
、
乞
応
将
茶
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貨
、
尚
立
価
例
約
期
、
依
限
帯
出
与
卑
幼
及
浮
浪
之
人
、
並
依
有
利
債
負
条
施

　
行
、
法
案
検
条
、
君
詳
、
臣
僚
上
書
、
客
人
将
茶
貨
、
倍
立
高
価
除
売
、
遠
約
期

　
限
、
已
有
治
平
通
商
茶
壷
、
約
定
三
田
、
＃
元
考
古
、
高
等
売
価
、
不
得
受
理

　
　
　
　
　
　
　

　
外
、
有
要
淫
売
茶
貨
、
与
浮
浪
二
塁
幼
、
今
修
立
下
条
、
請
客
人
、
将
茶
阪
売
、

　
　
　
　
　
　
く

　
与
浮
浪
及
卑
幼
者
、
依
有
利
債
負
法
、
欝
積
入
通
商
茶
法
、
従
之
。
な
お
有
利
債

　
負
の
法
と
い
う
の
は
不
詳
。
倶
し
有
利
償
負
と
い
う
言
葉
は
、
清
明
集
旧
業
の
重

　
彊
交
易
合
監
契
内
銭
帰
還
に
み
え
る
。

⑳
　
景
螺
線
康
志
巻
二
十
六
、
藩
主
江
潅
茶
室
所
の
条
。
（
蔚
略
）
六
日
約
束
牙
倫
、

　
自
得
、
茶
船
難
岸
、
例
一
人
保
税
、
牙
檜
柱
状
、
兜
収
騰
倒
、
建
玉
入
之
財
本
、

　
為
私
家
之
営
運
、
将
新
霊
旧
、
那
後
検
前
、
動
渉
遠
敷
、
山
留
写
本
、
又
有
撹
下

　
客
人
納
官
三
婆
、
帰
己
侵
襲
、
却
待
売
墨
客
貨
、
逐
旋
糖
納
、
公
私
両
受
其
害
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
群
遊
、
紹
興
三
年
八
月
七
日
。
確
貨
務
都
干
場
言
、
客
人
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
販
茶
塩
、
到
量
売
処
、
欲
鶏
牙
人
跡
尋
者
、
合
十
三
量
定
係
籍
等
第
三
等
戸
、
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
牙
人
交
易
、
如
願
不
用
証
人
、
自
画
鋪
戸
和
議
出
売
、
或
情
願
委
託
組
分
之
人
、

　
作
牙
人
、
引
領
出
売
者
、
鮎
漁
依
政
和
四
年
十
二
月
二
十
四
日
論
旨
、
聴
従
客
便
、

　
従
之
。

⑳
朱
史
一
八
四
、
食
貨
志
。
（
前
略
）
大
抵
茶
塩
嬉
野
、
主
導
察
京
、
務
巧
措
利
、

　
（
中
略
）
其
科
条
繊
悉
紛
更
、
不
可
勝
記
。

母
　
概
要
食
貨
三
一
ノ
三
、
紹
興
十
一
一
年
四
月
二
十
八
日
条
、
同
三
一
ノ
八
、
紹
興

　
十
三
年
三
月
二
十
三
日
条
。

⑲
　
会
要
食
貨
三
一
ノ
一
一
、
紹
興
二
十
八
年
七
月
十
二
日
。
知
復
州
何
渠
雷
、
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
切
見
、
荊
湖
北
路
円
売
茶
引
、
歳
有
常
額
、
若
遂
逐
州
只
薦
挙
年
之
数
、
分
認
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
売
、
其
間
却
有
人
煙
戸
口
繁
庶
表
処
、
食
茶
上
衆
、
年
額
不
多
、
引
致
小
商
私
行

　
販
売
、
軍
規
羅
利
、
兼
有
人
煙
戸
口
、
遡
及
前
特
、
而
引
数
頗
多
、
科
及
保
正
、

　
甚
者
、
不
問
貧
密
、
以
鉗
口
、
一
例
科
抑
。

⑳
　
建
炎
以
来
繋
年
要
録
一
七
九
、
紹
興
一
一
十
八
年
四
月
戊
申
。
左
奉
議
郎
洪
遥
知

　
荊
門
軍
、
造
至
官
、
首
奏
便
民
照
審
、
大
底
以
均
敷
茶
山
銭
、
所
出
甚
於
常
賦
、

　
茶
商
執
害
災
之
柄
、
而
託
吏
為
姦
、
民
力
重
困
。
こ
の
具
体
的
内
容
が
次
の
上
奏

　
文
で
あ
る
。

⑪
　
難
論
文
集
巻
四
十
九
、
　
「
荊
門
軍
奏
細
民
雑
事
状
。
」
（
前
略
）
一
、
匝
所
謂
．

　
茶
商
執
害
民
之
病
、
五
畿
吏
為
姦
者
、
蓋
無
憂
佗
路
、
翅
翼
茶
額
、
面
食
焉
者
衆
、

　
商
人
随
時
売
価
、
四
民
不
以
為
病
、
惟
創
擁
之
地
、
戸
口
耗
減
、
蒲
凋
傷
困
乏
、

　
蓋
不
能
頓
頓
食
茶
、
如
軍
門
軍
、
又
縁
異
二
宮
吏
・
不
善
疲
民
為
念
．
所
図
溢
額

　
受
賞
、
歳
増
却
至
数
多
、
　
（
中
略
）
本
軍
昨
釆
、
廃
園
人
戸
為
替
、
計
口
均
敷
、

　
如
家
子
一
丁
、
鋼
歳
受
茶
三
豊
、
内
丁
多
及
老
小
者
、
以
次
増
減
、
至
有
一
家
買

　
十
三
斤
者
、
行
之
将
及
十
年
、
豪
商
銀
牌
吏
、
通
謀
為
姦
、
其
弊
不
一
、
今
荊
門

　
両
県
之
民
、
其
繰
戸
往
来
不
常
外
、
主
戸
旧
注
三
千
、
猿
環
不
満
五
百
家
、
逓
年

　
漣
茶
四
百
六
十
引
、
客
人
就
官
藁
縄
、
毎
茶
一
斤
、
為
銭
一
善
八
十
一
文
足
、
就

　
劣
近
土
産
処
、
買
下
等
有
道
、
雑
三
木
葉
、
毎
二
不
二
百
文
、
却
逐
年
定
価
、
令

　
民
戸
毎
斤
還
五
百
三
十
文
足
、
会
計
本
軍
歳
額
、
官
得
客
人
入
溝
銭
一
万
七
百
貫

　
有
奇
、
而
民
間
償
客
、
乃
費
三
万
一
千
七
百
貫
、
凡
客
人
賓
引
返
県
、
指
定
所
欲

　
出
9
6
茶
毎
分
、
乞
二
元
引
、
只
以
衆
帖
下
郷
、
称
某
藍
田
到
若
干
引
、
令
脅
保
．
差

　
大
小
保
長
、
門
到
戸
至
、
応
主
客
戸
・
並
計
日
均
敷
（
下
略
）
。

⑫
　
例
え
ば
漫
堂
文
集
巻
二
十
一
、
「
宜
加
島
治
罰
免
発
茶
引
記
」
で
は
、
湖
州
宜
興

　
県
に
お
け
る
茶
引
の
強
捌
批
発
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
北
眼
中
の
も
の
と
し

　
て
は
、
楊
亀
山
欧
集
十
四
、
「
論
時
事
劉
子
」
に
、
哀
刻
濃
厚
、
以
配
買
引
数
多

　
為
功
、
筍
冒
恩
賞
、
今
以
歳
課
最
高
為
額
、
上
戸
有
敷
二
十
三
引
者
、
一
引
陪
費
、

　
無
慮
十
数
千
（
闘
十
通
貫
）
、
則
人
不
易
供
　
。
と
み
え
る
。

⑬
　

耳
遠
食
貨
一
二
一
ノ
一
二
ご
一
、
慕
湘
泰
四
年
｛
一
門
月
一
二
十
日
。
知
隆
田
紳
府
韓
逸
奏
、
一
戸
部

　
茶
引
、
歳
有
常
額
、
発
下
灘
売
、
隆
興
惟
分
目
・
武
寧
二
軸
産
茶
、
他
県
並
無
茶

　
引
、
而
豪
民
武
断
者
、
乃
請
難
山
認
茶
租
、
曾
不
知
此
尊
意
在
借
引
、
引
以
窮
索

　
一
郷
、
無
茶
者
、
使
認
茶
、
粗
食
利
者
、
使
認
食
利
、
所
至
驚
動
、
強
欲
圧
其
所

　
欲
、
村
瞳
受
害
無
窮
、
乞
下
二
部
、
除
分
掌
武
寧
外
、
其
非
産
茶
衆
、
並
不
許
人

　
戸
田
自
認
租
、
他
路
亦
比
類
施
行
、
従
之
。
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⑭
　
佐
伯
富
「
宋
代
の
茶
商
軍
に
つ
い
て
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
ノ
ニ
、
　
　
九
三

　
八
、
　
『
中
国
史
研
究
第
一
』
所
収
）
の
第
一
章
。

⑮
　
て
っ
と
り
早
く
は
、
応
墨
筆
署
巻
「
「
愚
老
利
害
評
説
」
な
ど
を
参
照
。

⑳
　
会
要
食
貨
三
ニ
ノ
ニ
七
、
紹
興
三
年
正
月
十
五
霞
。
（
前
略
）
国
家
養
兵
之
資
、

　
全
籍
茶
短
之
利
。

⑰
　
会
解
食
貨
三
一
ノ
八
、
紹
興
十
三
年
七
月
十
八
日
。
提
挙
湖
北
茶
塩
司
言
。

　
（
中
略
）
縁
茶
塩
肝
属
一
体
。

魯
　
実
際
の
収
入
高
（
実
信
）
と
額
諏
上
の
収
入
（
虚
信
）
の
問
題
、
あ
る
数
値
が

　
浄
利
分
だ
け
な
の
か
、
薄
利
と
実
費
を
加
え
た
総
額
で
あ
る
の
か
、
等
々
を
綿
密

　
に
検
討
し
て
、
正
確
な
統
計
数
値
を
出
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

⑲
　
朱
史
一
八
一
二
、
食
貨
志
茶
上
。

⑳
　
夢
漢
筆
談
巻
十
二
。
国
憲
茶
利
、
除
官
本
及
雑
費
外
、
浄
入
銭
、
禁
確
時
、
取

　
一
年
最
中
数
、
計
一
百
九
万
四
千
九
十
三
貫
八
百
八
十
五
。

⑪
　
会
要
食
貨
三
十
ノ
一
一
、
熈
寧
四
年
二
月
十
三
臼
。
　
（
前
略
）
呉
充
日
、
仁
宗

　
朝
茶
法
極
弊
時
、
歳
猶
得
九
十
除
万
貫
、
亦
不
為
少
。

魯
　
梅
原
郁
「
宋
代
商
工
制
度
補
説
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
十
八
ノ
四
、
一
九
六
〇
）
。

爵
　
△
獄
要
食
貨
五
五
ノ
ニ
八
、
　
（
前
略
）
至
愛
道
六
年
一
二
月
二
日
。
塑
照
、
将
一
二
場
務

　
収
最
終
塩
田
宿
銭
、
各
誌
定
歳
額
銭
轡
、
行
在
八
百
万
貫
、
建
康
一
千
二
百
万
貫
、

　
鎮
江
四
百
万
貫
、
如
及
額
。
宮
書
方
得
依
例
推
賞
。

　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
授
　
京

　
【
お
わ
び
】
　
第
五
四
巻
第
五
号
、
先
日
御
送
付
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
ま
ま
二
頁
分
に
わ
た
る
落
丁
の
あ
る
も
の
を
発
見
い
た

し
ま
し
た
。
読
者
諸
賢
に
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
御
詫
び
い
た
し
ま
す
。
な
お
も
し
そ
の
よ
う
な
心
境
を
お
も
ち
の
方
に
は
直

ち
に
お
取
り
替
え
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
乎
数
な
が
ら
当
会
あ
て
御
返
硬
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

宋代茶法の一考察（梅原）
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AStudy　of　Sung宋Tea　Policies

　　　　　　　By　K．　Umehara

　　Cash　revenue　from　the　monopolies，　especially　salt　and　tea，　which　had

greatly　developed　from　the　mid－T’ang，中唐together　with　commercial

taxes，　becaMe　the　most　important　sources　of　revenue　for　Chinese　dynas－

ties　from　the　Sung　onwards．　Nevertheless，　though　referred　to　as　mono－

polies，　the　policies　for　salt　and　those　for　tea　differed　considerably．　ln

this　article，　1　have　taken　up　a　number　of　questions　concerning　the　Sung

tea　monopoly．

　　To　begin　with，　while　explaining　the　various　kinds　of　tea，　1　have

discussed　in　the　first　section　the　impGrtant　role　played　by　the　Shih－san

shan．ch’an．o’十三山場ill　Huai．11an潅南and　the　six　chueh－huo－wu樒：貨務

along　the　Yangtze　to　the　mid－northern　Sung　北宋．　I　have　especially

considered　the　need　for　this　system．　ln　the　second　section，　1　have　con－

sidered　from　various　aspects　the　nature　of　the　tea　・merchants　in　the

northern　Sung．　ln　the　third　and　final　section，　focusing　on　the　late

northern　Sung　and　the　tea　regulations　ch’a－fa　t’iao－chih茶油條制from

the　reign　of　Hui－tsung徽宗，　I　have　discussed　in　solne　detaii　how　tea

made　its　way　from　the　pz－oducers　to　the　consumers．

　　From　the　study　of　these　questions，　we　can　see　that，　although　revenue

from　the　tea　monopoly　in　the　Sung　did　not　come　close　to　the　amount

co11ected　on　salt，　the　tea　monopoly　in　each　period　was　linked　to　certain

social　and　political　problems　and　in　each　period　had　a　special　character

and　importance　not　to　be　seen　in　other　periods．

Local　Measures地域枡and　Local　Authorities

　　　　　　　　　　　　　　By　S．　Murata

　　Prof．　K．　lilogetsu　has　already　studied　in　detail　on　the　various　changes

of　the　medieval　measures　in　response　to　the　rise　and　fall　of　the　manorial

system．　1　think，　however，　there　remains　a　problem　of　the　infiuence　of

the　land　system　on　the　change　of　measure　in　the　age　of　civil　wars．

　　In　case　of　Ohmi近江，　we舳d　the　local　measures　apPeared　in　many

districts　instead　of　the　measures　used　by　the　lords　of　manor　since　the

middle　of　the　fifteenth　century　and　in　the　beginning　of　the　sixteenth

（132）




