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本
塩
は
一
四
世
紀
後
半
よ
り
三
百
年
続
い
た
中
国
の
明
王
朝
に
よ
っ
て
採

用
さ
れ
た
郷
村
自
治
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
「
里
甲
制
」
を
、
種
々
の
側
面

か
ら
追
求
し
て
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
里
甲
制
の

成
立
・
展
開
・
消
滅
と
い
う
時
間
的
変
遷
に
よ
っ
て
五
章
に
分
け
、
そ
の
内

容
分
析
を
、
里
悪
癖
と
い
う
体
制
が
本
来
有
し
て
い
る
自
治
・
徴
税
・
治
安

維
持
等
々
の
機
能
全
般
に
渡
っ
て
、
主
と
し
て
制
度
史
的
側
面
か
ら
究
明
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
書
の
構
成
に
従
っ
て
、
各
章
ご
と
の
内
容

紹
介
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
第
一
章
で
は
膝
甲
制
の
施
行
さ
れ
る
過
程
を
扱
っ
て
い
る
。
開
初
、
祭
祀

集
団
と
し
て
存
在
し
た
里
離
・
郷
腐
集
団
は
、
祭
祀
の
あ
と
に
会
飲
読
誓
を

行
な
う
等
し
て
集
団
の
連
帯
意
識
を
培
か
う
効
果
を
果
し
た
。
こ
の
社
属
祭

祀
集
団
は
百
戸
で
．
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
洪
武
一
四
年
、
黄
無
断
造
に
伴
な

い
実
施
さ
れ
た
里
甲
制
で
は
、
里
甲
集
団
は
里
長
十
戸
・
起
首
百
戸
の
百
十

戸
で
構
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
十
年
一
役
と
い
う
運
営
上
の
便
宜
の
た
め
で

あ
る
。
ま
た
径
役
負
担
の
公
平
化
の
た
め
に
は
、
各
里
甲
間
の
戸
数
差
は
許

さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
帯
平
戸
の
操
作
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
尤
も
河
北

の
屯
集
落
や
漸
江
の
半
図
の
よ
う
に
規
定
戸
数
未
満
の
里
甲
も
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
は
特
例
で
あ
る
。
里
甲
編
成
と
自
然
村
落
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
華
北
で
は
社
集
落
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
が
、
そ
の
筏
を
構
成
し
て
い

る
村
・
荘
等
と
呼
ば
れ
る
基
底
村
落
を
組
み
合
わ
せ
て
里
甲
を
編
成
し
た
。

華
中
・
華
南
で
は
宋
代
の
都
保
制
以
来
「
以
戸
編
里
」
に
慣
ら
さ
れ
て
い
た

か
ら
、
里
甲
編
成
も
ス
ム
ー
ズ
に
運
ん
だ
。
黒
甲
山
の
機
能
に
つ
い
て
は
大

き
く
徴
税
と
教
化
と
い
う
両
面
の
役
割
り
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
徴
税
を
担

当
し
た
の
が
里
長
・
甲
首
で
あ
り
、
教
化
を
担
当
し
た
の
が
里
老
人
で
あ
る
。

里
老
人
幡
民
間
の
裁
判
や
教
化
・
勧
農
等
の
任
務
に
轟
つ
た
こ
と
が
教
罠
榜

文
に
書
か
れ
て
い
る
。
里
甲
制
は
黒
老
人
舗
の
成
立
に
よ
っ
て
自
治
機
能
が

確
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
。

　
第
二
章
で
は
里
甲
役
の
銀
納
化
を
扱
っ
て
い
る
。
里
長
・
甲
首
の
職
務
に

微
税
・
勾
摂
公
事
以
外
に
、
上
供
物
料
の
出
弁
や
地
方
官
庁
の
公
費
負
担
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
職
責
の
中
で
、
上
供
の
品
昌
や
数
量
も
時
代
が
た
つ
に

つ
れ
て
増
加
し
た
が
、
殊
に
公
費
負
撮
の
増
加
は
著
し
か
っ
た
。
当
直
を
き

め
て
地
方
官
庁
に
奉
仕
さ
せ
る
（
直
日
支
応
）
と
い
う
形
態
が
一
般
化
し
、

事
実
上
「
里
役
」
や
「
里
甲
役
」
と
呼
ば
れ
る
下
役
に
変
化
し
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
負
担
も
、
税
役
早
追
化
と
い
う
時
の
流
れ
に
抗
し
得

ず
銀
納
化
し
て
行
く
。
上
供
の
銀
納
は
成
化
頃
か
ら
始
ま
っ
た
。
公
費
の
銀

納
化
は
江
西
で
早
く
進
め
ら
れ
た
が
、
南
直
隷
で
は
里
甲
銀
が
成
立
し
た
。

華
北
の
銀
嶺
化
は
一
般
に
遅
れ
た
た
め
、
義
脚
や
公
費
が
銀
納
化
さ
れ
る
際
、

均
循
銀
差
の
項
目
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
て

も
全
国
的
に
里
甲
銀
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
鶴
役
制
度
の
進
展
で
あ
る
と
述

べ
る
。

　
第
三
章
で
は
一
条
悪
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
里
甲
負
担
が
ど
の
よ
う
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に
解
消
し
て
い
ウ
た
か
を
追
究
し
て
い
る
。
新
江
・
南
直
隷
・
江
西
等
だ
け

で
な
く
、
華
北
に
お
け
る
条
鞭
に
お
い
て
も
、
そ
の
施
行
に
際
し
て
は
公
費

負
担
の
解
決
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
｝
条
鞭
法
が
施
行
さ
れ
る

以
前
か
ら
、
里
甲
諸
役
の
分
解
や
名
称
変
更
な
ど
が
進
行
し
て
い
た
。
山
東

で
は
里
長
役
が
大
戸
と
里
長
と
に
二
分
さ
れ
た
が
、
更
に
大
戸
役
に
代
っ
て

櫃
頭
や
蝿
頭
が
設
置
さ
れ
て
税
糧
徴
収
に
当
っ
た
。
華
中
で
は
自
縛
投
櫃
が

一
般
化
し
、
条
鞭
実
施
後
は
輿
図
が
収
銀
に
当
っ
た
。
嘉
靖
期
頃
に
は
里
長

役
が
徴
税
部
門
と
公
費
部
門
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
、
名
称
の
変
更
に
は
地

域
差
が
大
き
い
が
、
か
か
る
里
甲
役
の
分
解
は
条
鞭
の
実
施
に
よ
っ
て
定
着

し
た
。
し
か
し
里
書
役
が
た
と
え
分
解
し
て
も
、
里
長
戸
の
負
撮
は
軽
減
し

な
い
か
ら
、
里
長
戸
が
没
落
し
、
貧
困
戸
が
数
戸
集
っ
て
一
つ
の
里
長
役
を

朋
書
す
る
場
合
も
生
じ
た
。
こ
れ
は
亀
甲
制
の
変
化
と
い
う
よ
り
、
崩
壊
の

兆
と
見
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
明
代
中
期
以
後
、
人
口
の
移
動
現
象
が
昌
立

ち
、
黄
冊
作
成
の
際
に
も
盛
ん
に
不
正
が
行
わ
れ
た
。
個
々
の
里
甲
相
互
間

に
も
戸
数
や
爾
土
額
の
差
が
目
立
ち
、
経
済
力
の
隔
差
が
葺
い
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
明
初
以
来
の
一
里
剛
一
百
十
戸
と
い
う
戸
数
原
則
を
維
持
出
来
ず

に
、
下
役
負
担
が
極
端
に
不
均
等
に
な
っ
た
の
で
、
「
帰
塁
・
蕩
蕩
・
通
融
」

等
と
呼
ば
れ
る
里
甲
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
樒
役
負
担
も
戸
を
基

準
と
す
る
の
で
な
く
、
直
接
丁
と
田
に
対
し
て
、
し
か
も
毎
年
課
派
す
る
と

い
う
形
態
が
、
一
条
適
法
に
よ
っ
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
初
以

来
の
十
年
一
役
と
い
う
課
役
原
則
と
全
く
異
な
り
、
里
甲
制
そ
の
も
の
を
無

意
味
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　
第
四
章
で
は
郷
約
・
保
三
毛
と
里
甲
制
と
を
対
比
し
て
考
察
し
て
い
る
。

里
老
人
は
明
初
に
お
い
て
権
威
が
あ
っ
た
が
、
裁
判
の
不
振
、
申
明
・
施
善

二
亭
の
廃
弛
、
不
適
格
者
の
里
老
人
就
任
等
々
の
事
情
が
重
な
り
、
里
老
人

の
権
威
が
失
墜
し
始
め
た
ひ
里
老
人
制
の
衰
退
は
里
甲
制
の
自
治
概
能
を
失

わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
中
期
以
後
社
会
の
変
動
が
激
し
く
な

り
、
勢
豪
が
大
土
地
を
兼
併
す
る
一
方
、
無
産
農
民
を
多
数
発
生
さ
せ
、
彼

ら
は
勢
豪
の
下
で
佃
僕
と
な
っ
た
り
、
無
頼
を
売
り
も
の
に
し
て
新
組
の
命

ず
る
ま
ま
郷
曲
に
武
断
し
た
。
一
方
生
産
諸
力
の
発
展
は
商
人
を
農
村
に
進

出
さ
せ
、
階
層
分
化
を
促
進
し
た
。
富
を
獲
得
し
た
商
人
は
並
置
に
耽
り
、

風
俗
も
軽
挑
浮
薄
に
な
り
、
訟
争
裁
判
沙
汰
が
絶
え
な
い
と
い
う
風
潮
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
地
方
官
や
郷
紳
層
は
里
老
人
に
よ
る
教
化
の
空
白
を
埋
め
る

た
め
、
成
化
よ
り
正
徳
頃
に
か
け
て
、
郷
民
を
次
第
に
採
用
実
施
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
郷
約
は
元
来
士
大
夫
層
の
家
礼
を
郷
村
教
化
の
た
め
に
拡
大
延

用
し
た
も
の
で
あ
り
、
嘉
靖
年
間
に
呂
氏
郷
約
が
全
国
に
広
が
っ
た
。
ま
た

嘉
靖
八
年
以
来
、
釣
眼
と
社
倉
と
が
一
対
と
し
て
全
国
に
命
じ
ら
れ
る
と
、

そ
の
内
容
も
木
鐸
老
人
等
に
よ
る
「
六
諭
」
の
講
解
が
中
心
と
な
る
。
郷
約

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
治
安
維
持
の
た
め
の
保
合
法
も
普
及
し
て
き
た
が
、
両
者

は
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
郷
享
保
甲
組
織
と
い
う
も
の
が
出
来
上
り
、

社
倉
・
学
校
・
義
塚
等
の
施
設
を
も
併
設
し
て
そ
の
機
能
を
拡
充
し
て
い
っ

た
。
郷
蔵
は
里
老
人
制
の
延
長
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
大
き
な
違
い
も
あ
る
。

つ
ま
り
郷
約
・
保
甲
の
管
理
運
営
に
は
地
方
官
や
郷
紳
層
の
指
導
力
が
強
い

こ
と
、
ま
た
保
甲
に
は
十
家
一
甲
・
囲
碁
一
保
の
編
成
基
準
は
あ
る
が
、
あ

く
ま
で
も
自
然
村
を
基
盤
と
し
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
郷
約
保

甲
は
単
に
教
化
機
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
治
安
維
持
と
相
互
扶
助
の
機
構

で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
郷
村
自
治
組
織
は
里
甲
集
団
か
ら
婚
約

保
甲
集
繊
に
移
行
し
た
も
の
と
い
え
る
と
い
う
。

　
第
五
章
で
は
里
甲
掛
が
ど
の
よ
う
に
し
て
消
減
し
た
か
を
清
朝
初
期
の
社

会
に
お
い
て
概
観
し
て
い
る
。
清
朝
は
初
め
里
甲
制
を
継
承
し
た
が
、
黄
冊
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評饗t
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が
形
骸
化
し
た
た
め
戸
口
管
理
機
能
を
失
っ
た
い
そ
こ
で
康
煕
末
年
鶴
甲
法

を
全
国
的
規
模
で
確
立
し
た
。
里
甲
制
の
衰
退
は
里
長
の
任
務
を
次
第
に
、

収
税
事
務
担
当
者
で
あ
る
図
書
・
里
書
等
と
呼
ば
れ
る
書
手
の
手
に
移
行
さ

せ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
徴
税
事
務
が
里
長
と
い
う
軍
役
か
ら
、
書

手
に
よ
る
専
門
職
に
転
化
し
た
こ
と
を
も
物
語
る
。
ま
た
明
器
以
来
顕
在
化

し
て
い
た
「
漏
話
翅
翼
」
原
則
か
ら
「
以
田
編
里
」
原
則
へ
の
代
替
も
清
朝

で
は
急
速
に
進
み
、
江
蘇
の
均
田
均
役
、
断
江
の
均
里
、
湖
北
・
広
東
等
の

均
糧
編
里
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
か
か
る
均
田
均
役
法
も
業
戸
の
居

住
地
と
田
土
の
所
在
地
が
離
れ
て
い
る
こ
と
や
、
土
地
所
有
関
係
の
変
動
等

に
は
対
応
し
切
れ
ず
、
江
蘇
で
は
版
図
の
法
が
行
わ
れ
た
が
、
や
は
り
こ
れ

で
も
徴
税
の
不
便
さ
を
除
き
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
雍
正
年
間
、
地
丁
銀

制
の
実
施
と
と
も
に
、
漸
江
・
江
蘇
等
で
は
順
調
が
一
般
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
順
荘
と
は
各
腰
髄
の
居
住
す
る
集
落
地
（
つ
ま
り
荘
）
で
、
荘
単

位
に
徴
税
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
村
が
微
税
の
単
位
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
し
、
従
来
の
里
甲
羅
の
よ
う
な
入
為
的
行
政
村
を
徴
税
単
位
と
す

る
も
の
と
は
す
っ
か
り
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
変
化
を
可
能
な

ら
し
め
た
も
の
は
、
徹
役
制
度
の
改
革
に
よ
り
役
負
担
の
公
平
を
考
え
て
郷

村
を
組
織
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
く
。

　
以
上
で
本
書
の
内
容
紹
介
を
一
応
済
ま
せ
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
力
量

不
足
の
た
め
、
塁
壁
の
論
旨
を
的
確
に
伝
達
し
得
た
か
否
か
心
配
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
を
通
読
し
て
筆
者
の
気
付
い
た
疑
問
点
や
特
徴
を
以
下
数
箇
条

に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ω
著
者
は
第
二
章
と
第
三
章
と
に
お
い
て
、
里
甲
銀

が
如
何
に
し
て
銀
納
化
さ
れ
、
や
が
て
一
条
鞭
法
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く

の
か
の
過
程
を
詳
細
に
論
証
さ
れ
る
。
こ
の
真
攣
な
努
力
に
は
敬
服
さ
せ
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
著
者
が
結
論
と
し
て
提
出
さ
れ
る
も
の
は
、
墨
甲
役
の
解

消
に
よ
っ
て
駆
足
制
と
い
う
制
度
が
崩
壊
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
里
甲

銀
が
解
消
し
条
鞭
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
郷
村
の
徹
役
負
担

老
の
負
担
が
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
軽
く
な
っ
た
の
か
、
重
く
な
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
全
然
変
化
し
な
か
っ
た
の
か
、
更
に
は
そ
の
変
遷
を
揺
り
起
し
た

構
造
的
基
盤
が
何
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
等
々
と

い
っ
た
問
題
が
あ
ま
り
問
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
折
角
史
料
操
作
に
並
々
な

ら
ぬ
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
得
た
か
も
知
れ

な
い
新
発
見
が
置
き
縛
り
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
て
残
念
で
な
ら
な
い
。
こ

の
問
題
の
解
明
に
著
者
が
一
層
の
熱
意
を
傾
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

②
第
四
章
に
お
い
て
郷
約
が
嘉
嫡
期
か
ら
、
し
か
も
保
豊
前
と
一
体
化
し
て

普
及
す
る
に
至
、
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
幾
多
の
原
因
を
列
挙
さ
れ
な

が
ら
、
結
局
は
里
老
人
制
衰
退
の
肩
代
り
と
し
て
、
新
た
な
る
秩
序
維
持
の

た
め
の
制
度
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
と
の
理
由
に
統
括
し
て
し
ま
わ
れ
る
。

基
本
的
に
こ
の
指
摘
は
納
得
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
む
し
ろ

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
題
は
、
嘉
靖
期
と
い
う
時
点
に
於
い
て
郷
約

が
、
し
か
も
算
勘
と
一
体
化
し
た
形
で
全
国
的
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
原
因

と
し
て
、
著
者
の
指
摘
す
る
如
き
燦
然
た
る
社
会
の
変
化
・
制
度
の
弛
緩
等

だ
け
で
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通

り
、
正
徳
期
に
は
殆
ん
ど
全
中
国
に
影
響
を
与
え
た
一
大
農
民
戦
争
が
勃
発

し
て
い
た
。
こ
の
農
民
戦
争
を
正
徳
十
六
年
に
都
察
墨
黒
愈
都
御
史
江
西
巡

撫
と
し
て
王
守
仁
は
徹
底
的
に
鎮
圧
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
か
の
有
名

な
十
家
風
法
（
保
走
法
）
と
郷
約
と
が
彼
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
郷
帳
保
甲
法
と
は
栗
林
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
結
果
的
に
癒
着
し

て
一
体
化
し
た
制
度
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
由
来
が
ど
う
あ
れ
、
と
も

か
く
こ
の
蒔
点
で
は
、
も
と
も
と
両
者
は
一
対
の
機
構
制
度
と
し
て
、
ま
さ
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に
動
乱
後
の
社
会
を
安
定
さ
せ
秩
序
立
て
る
た
め
に
、
権
力
者
が
意
図
的
に

作
成
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
嘉
靖
・

万
暦
期
に
見
ら
れ
る
と
い
う
大
き
な
歴
史
的
画
期
の
一
翼
を
揖
う
も
の
と
し

て
、
郷
約
保
甲
法
は
出
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
郷
約

保
甲
法
の
位
置
づ
け
を
す
る
な
ら
、
当
然
派
生
す
べ
き
次
の
詠
い
と
し
て
、

王
守
仁
の
目
差
し
た
郷
約
保
身
法
が
社
会
を
ど
の
よ
う
な
階
級
構
成
の
下
に

安
定
的
に
秩
序
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
江
西
以
外
の
地
方
に

ど
の
よ
う
な
形
で
波
及
し
て
い
っ
た
も
の
か
、
ま
た
呂
氏
郷
約
と
の
関
係
は

ど
う
か
、
陽
明
学
の
普
及
と
の
関
係
は
如
何
等
々
と
い
っ
た
無
数
の
疑
問
が

生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
そ
の
明
確
な
解
答
を
見
出
す
こ

と
が
繊
来
な
い
意
は
残
念
で
あ
る
。
㈲
本
書
二
三
頁
に
お
い
て
著
者
は
既
存

の
社
集
落
と
移
住
開
墾
に
よ
っ
て
生
じ
た
屯
集
落
と
を
河
北
に
お
い
て
対
立

さ
せ
、
屯
集
落
を
も
っ
て
編
成
し
た
里
甲
は
特
殊
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
桂
勢
に
よ
れ
ば
、
　
「
明
初
北
方
で
は
人
聞
が
少
く
土
地

が
広
か
っ
た
の
で
、
山
西
や
一
疋
の
魚
田
の
人
民
を
移
し
て
そ
の
土
地
を
屯

田
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
屯
田
で
里
甲
が
決
め
ら
れ
た
。
屯
地
で

は
一
般
に
頃
畝
が
狭
く
、
社
地
で
は
広
か
っ
た
か
ら
、
癖
地
の
こ
と
を
小
畝

と
い
い
社
地
の
こ
と
を
広
畝
と
呼
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
嘉
靖
初
期
に
も
な
る
と
、

北
方
の
富
豪
は
も
っ
ぱ
ら
広
畝
の
社
地
を
独
占
し
、
小
畝
の
税
を
納
め
よ
う

と
し
な
い
云
々
」
（
「
請
修
復
旧
舗
以
足
国
安
民
需
」
皇
明
経
世
文
経
巻
一
嵩
八
十
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
緑
餌
の
認
識
に
よ
れ
ば
狭
畝
の
夢
心
と
い
う
も
の

が
明
ら
か
に
特
例
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
な
り
量
的
に
も
多
く
か
つ

不
均
に
な
げ
く
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
華
北
の
地
方
志

等
に
は
か
か
る
大
瓶
・
小
畝
の
税
負
心
の
不
均
を
指
摘
す
る
史
料
が
多
く
児

受
替
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ち
、
か
か
る
路
地
で
構
成
さ
れ
た
里
昂
も
ま
允
、
朋

初
以
来
量
的
に
か
な
り
多
く
を
占
め
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ω
本
書
ご
〇
二
～
三
頁
に
陶
黒
革
な
る
人
名
が
三
箇
所
見
え
、
巻

末
の
索
引
で
も
陶
世
儀
と
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
皇
朝
経
世
文
編
巻

二
十
九
「
論
魚
鱗
書
冊
」
な
る
も
の
は
、
賀
長
齢
が
陸
葬
儀
の
『
思
弁
録
輯

要
』
巻
十
六
治
平
類
の
中
か
ら
一
部
を
抜
離
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
陶
世

上
は
離
離
儀
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
㈲
最
後
に
本
書
全
体
を
通
じ

て
の
感
想
を
述
べ
る
と
、
㈲
概
略
的
形
式
的
探
究
が
多
い
反
面
問
題
意
識
が

少
な
い
憾
み
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
学
説
史
的
に
も
指
摘
出
来
得
る
こ
と
で
、

本
書
に
は
従
来
の
諸
研
究
が
可
能
な
限
り
網
羅
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
囁

そ
れ
ら
を
整
理
し
た
鋭
い
問
題
意
識
に
立
脚
し
つ
つ
、
原
典
を
処
理
し
て
得

ら
れ
た
解
答
の
指
摘
が
不
鮮
明
な
箇
所
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に

里
甲
制
研
究
の
現
段
階
を
知
る
の
に
益
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
働
各
章
各

節
ご
と
に
論
旨
を
要
約
す
る
結
語
が
附
さ
れ
て
い
れ
ば
本
書
の
利
用
価
値
は

一
層
増
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
巻
末
に
本
書
の
構
成
と
は
別
個
に
整
理

し
直
し
た
要
約
が
着
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
救
わ
れ
る
。
㈲
本
文

中
に
生
の
漢
文
原
典
の
引
用
と
読
み
下
し
文
が
頻
出
し
、
ま
た
原
典
中
の
熟

語
が
本
文
中
で
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
の
伝
統
的
東
洋
史

学
関
係
論
文
の
通
弊
で
あ
る
が
、
本
著
に
お
い
て
も
か
か
る
傾
向
が
目
立
つ

た
め
、
読
者
に
読
み
ず
ら
い
感
じ
を
与
え
る
。
い
か
に
難
し
い
原
典
の
積
み

重
ね
の
上
に
驚
き
出
さ
れ
る
行
論
で
は
あ
っ
て
も
、
平
易
に
伝
達
す
る
工
夫

が
欲
し
か
っ
た
。
⑨
著
者
は
明
実
録
・
皇
明
経
世
文
編
・
天
下
郡
国
利
下
書

と
い
っ
た
明
代
関
係
の
基
本
的
典
籍
は
雷
う
に
及
ば
ず
、
き
わ
め
て
多
く
の

地
方
志
や
私
文
集
、
更
に
は
政
書
の
類
ま
で
を
も
事
な
く
渉
猟
さ
れ
て
い
る

の
に
は
、
全
く
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
本
書
が
里
強
制
研
究
の
現
状

を
知
る
上
に
適
当
な
書
物
で
あ
る
拭
か
り
で
な
く
、
利
用
の
仕
方
次
鎗
で
は
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咀
代
社
会
経
済
史
に
騰
ず
る
史
料
集
と
し
て
も
十
分
役
立
ち
掘
る
価
値
を
持

つ
で
あ
ろ
う
。

　
尚
、
筆
者
が
本
稿
を
脱
稿
し
た
の
と
殆
ん
ど
同
時
に
山
根
幸
夫
氏
に
よ
っ

て
本
書
の
論
評
が
公
刊
さ
れ
た
（
東
洋
学
報
第
五
四
巻
第
二
号
、
｝
九
七
一
）
の
で
、

氏
の
的
確
な
書
評
を
是
非
併
せ
読
ま
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
た
だ
筆
者
が

こ
こ
で
蛇
足
を
加
え
た
の
は
明
代
史
研
究
に
志
す
若
輩
の
一
人
と
し
て
栗
林

氏
の
皆
無
な
努
か
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
。
著
者
の
ガ
量
に
あ
ま
り
多
く
を

期
待
す
る
が
ゆ
え
に
、
数
々
の
注
文
を
申
し
述
べ
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か

し
筆
者
の
浅
学
か
ら
、
著
者
栗
林
氏
の
真
意
を
汲
み
取
れ
ず
、
非
礼
に
渉
る

点
が
あ
れ
ば
御
寛
恕
を
願
い
た
い
。

　
　
　
（
A
5
判
三
八
三
頁
　
　
九
七
一
年
二
月
　
文
理
書
院
　
定
価
四
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
堂
丁
大
学
院
生
・
繭
腎
虚
山

評書
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