
清
代
潅
南
塩
販
路
の
争
奪
に
つ
い
て

佐

自イ

富

機灘南搬販路瞬燦について（佐㈱

罷，

?
烈
繧
測
昏
螂
贈
爵
｝
振
露
慰
撫
に
ξ
つ
忌
卿
織
縞
唾
徳
、
勧
む
海
熱
酸
農
浩
豊
鋤
じ
影
更
祉
謄
募
急
熱
，
能
、
…

…　
鷺
苔
の
乱
に
揚
子
江
の
水
上
権
が
太
平
軍
に
掌
握
さ
れ
、
煮
方
塩
を
湖
北
・
湖
南
に
販
運
す
る
て
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
、
已
む
を
え
ず
四
川
塩
を
こ
れ
｝

　
ら
の
地
方
に
販
運
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
こ
れ
が
た
め
に
鼠
講
塩
は
販
路
を
失
い
、
潅
南
塩
場
で
は
多
数
の
失
業
餐
を
生
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
隊
商
は
塩
利
｝

脚
を
失
い
、
政
府
で
は
重
要
な
財
源
を
蔓
失
し
た
。
｝
鼠
川
塩
を
導
入
す
る
と
乱
の
平
定
後
も
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
が
鐵
来
な
か
っ
た
。
蓋
し
臨
川
で
は
増
産
へ

｝
の
た
め
施
凱
駅
を
拡
大
し
流
民
を
吸
収
し
て
理
財
し
た
の
で
、
生
産
の
縮
…
小
を
行
う
と
又
労
働
影
蒲
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
労
揃
断
碑
を
失
業
さ
せ
る

　
と
、
叛
乱
の
危
険
さ
え
も
あ
っ
た
が
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
原
困
は
湖
北
・
湖
南
の
軍
費
は
黒
米
の
塩
海
に
よ
っ
て
賄
っ
て
お
り
、
川
塩
を
禁
酒
す
る
と
そ

…
繍
欝
補
い
，
雛
聡
難
癖
講
編
網
礫
羅
魏
蒸
熱
醗
煮
凝
黎
で
跡
難
副
罫
総
構
襯
群
鶴
謎
糊
驕
畷
謹
勲

蔑
し
、
二
＋
数
簡
絹
争
っ
た
が
遂
に
解
決
寛
ず
清
朝
は
滅
亡
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
目
　
　
次

一
、
灘
南
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収
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⇔
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．
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潅
瓢
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一
、
潅
南
塩
回
復
問
題

　
　
　
e
　
川
塩
入
楚
と
准
南
に
お
け
る
失
業
問
題

　
道
光
三
十
年
（
一
八
五
〇
）
広
西
に
太
平
－
天
国
の
乱
が
勃
発
・
す
る

や
、
数
年
に
し
て
長
江
流
域
の
帰
省
を
席
捲
し
、
威
豊
三
年
二
月

（
一
八
置
三
）
に
は
江
寧
（
南
京
）
も
陥
落
し
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、

灘
南
塩
は
そ
の
聖
運
の
年
歯
を
完
全
に
太
平
軍
1
7
一
お
さ
え
ら
れ
、
そ

の
主
要
な
行
塩
地
、
湖
北
。
湖
南
。
江
西
で
は
片
引
も
准
南
の
官
塩

が
販
運
せ
ら
れ
ず
、
民
衆
は
塩
が
欠
乏
し
て
甚
だ
し
く
困
苦
し
た
。

こ
の
塩
の
欠
乏
を
救
済
す
る
た
め
に
、
政
府
で
は
四
川
．
。
広
東
・
画

漸
か
ら
嘗
塩
を
採
汚
す
る
計
画
を
立
て
た
が
、
長
江
の
水
上
権
が
太

平
軍
に
握
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
官
塩
の
採
薪
原
価
が
高
価
な
た
め
、

私
塩
と
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
が
出
来
ず
失
敗
に
終
っ
た
。
一
方
面
塩

の
餓
尼
に
よ
り
官
塩
が
売
れ
な
い
た
め
に
、
政
府
の
塩
利
収
入
が
激

減
し
た
。
政
府
で
は
ち
ょ
う
ど
太
平
天
国
軍
－
を
鎮
定
す
る
た
め
に
も

多
額
の
軍
費
を
必
要
と
し
た
の
で
、
塩
の
専
売
収
入
の
激
減
は
財
政

的
に
も
重
大
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
塩
の
専
売
収
入
の
激
減
を
補

填
す
る
三
昧
か
ら
、
准
南
行
塩
地
界
に
他
の
行
塩
地
界
か
ら
侵
入
し

て
来
た
股
下
に
対
し
て
、
安
価
な
税
金
を
徴
収
し
て
そ
の
販
売
を
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
塩
董
で
あ
る
。
私
塩
が
公
認
せ

ら
れ
る
と
准
南
行
塩
地
に
は
そ
の
周
囲
の
一
塩
地
界
か
ら
私
塩
が
濡

々
と
侵
入
し
、
民
衆
は
殆
ん
ど
無
塩
に
よ
っ
て
そ
の
需
要
を
み
た
し

て
い
た
。
特
に
潮
北
。
湖
南
省
は
地
勢
の
関
係
か
ら
殆
ん
ど
鱗
川
塩
．

に
依
存
し
、
あ
た
か
も
両
省
が
四
川
塩
の
行
塩
地
界
の
如
き
観
を
呈

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
四
川
壌
の
販
路
拡
大
に
よ
り
、
四
川
塩

井
．
て
は
生
産
の
拡
大
が
行
わ
れ
、
産
塩
ブ
ー
ム
に
よ
り
多
数
の
失
業

　
　
　
　
　
　
　
◎

者
が
救
済
せ
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
湖
北
・
湖
南
両
省
は
准
南
行
壌
地
界
最
大
の
銘
露
地
で

あ
り
、
准
爾
塩
の
七
割
は
こ
の
両
省
に
翁
い
て
鑓
販
せ
ら
れ
、
塩
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
そ
の
六
割
は
こ
の
肝
癌
か
ら
徴
収
せ
ら
れ
て
い
た
。
南
南
塩
は
そ

の
最
大
の
行
燈
地
界
を
太
平
天
國
の
乱
を
契
機
と
し
て
瞬
川
塩
に
奪

わ
れ
た
わ
け
で
、
敵
府
と
し
て
も
重
要
な
弗
箱
を
失
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
准
轟
轟
の
生
産
九
運
搬
な
ど
に
関
係
し
て
い
た
多
数
の
労
働
者

の
失
業
問
題
を
、
い
か
に
し
て
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
重
大
問
題
に

直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
准
南
塩
は
そ
の
広
大
な
販
路
を
喪
失
し
た
結
果
、
等
価
が
暴
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
、
塩
揚
で
は
塩
一
斤
一
銭
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後

に
は
さ
ら
に
莫
大
な
生
産
塩
が
販
売
さ
れ
ず
に
滞
積
し
、
こ
れ
が
た
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漉代瀧南塩販路の争…麟（ついて（佐伯）

み
に
製
塩
労
働
者
は
忽
ち
生
活
に
窮
し
た
。
尚
こ
の
外
に
准
南
塩
の

梱
包
・
色
革
。
販
売
等
に
従
事
し
て
生
活
を
支
え
て
い
る
労
働
者
。

商
人
が
数
百
万
人
に
達
す
る
が
、
彼
等
が
失
業
し
て
路
．
頭
に
迷
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
う
重
大
問
題
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
失
業
者
を
放
置

す
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
社
会
問
題
で
あ
っ
て
、
す
ぞ
に
製
塩
労

働
者
の
う
ち
に
は
生
活
に
困
窮
し
て
太
平
軍
の
陣
営
に
走
る
者
竜
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
併
し
、
政
府
と
し
て
も
太
平
軍
の
鎮
定
に
手
ボ
ま

わ
り
か
ね
て
い
る
有
…
様
ノ
L
あ
る
か
ら
、
到
底
こ
れ
ら
の
失
業
者
の
救

済
に
乗
り
爵
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
失
業
考

は
多
く
博
雅
塩
の
密
売
買
に
従
事
し
た
ら
し
い
。
太
平
軍
は
飯
南
行

塩
地
界
の
梗
塞
せ
る
に
乗
じ
て
、
准
南
塩
を
密
売
買
し
、
多
額
の
軍

　
　
　
　
　
　
④

資
金
を
獲
得
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
失
業
者
を
利

用
も
し
く
は
そ
の
傘
下
に
お
さ
め
て
行
わ
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
准
南
行
蔵
地
界
は
太
平
軍
が
南
京
を
占
領
し
て
い
る
闇
、
准
藻
塩

の
た
め
恢
復
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
治
三
年

（
一
八
六
繊
）
毒
悪
が
陥
落
し
て
太
平
天
国
の
叛
乱
が
平
定
し
た
後

も
、
湖
北
・
湖
南
の
准
南
岩
塩
地
界
は
そ
の
す
べ
て
を
准
南
塩
の
た

め
収
復
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
准
爾
の
場
商
・
運

商
・
製
塩
…
葉
者
は
両
江
総
督
そ
の
他
に
対
し
て
盛
ん
に
准
南
行
塩
地

界
の
恢
復
運
動
を
起
し
た
。
両
江
総
督
が
湖
広
に
お
け
る
試
論
行
塩

地
界
の
収
量
を
主
張
し
た
の
は
一
つ
に
は
か
か
る
慮
ハ
論
に
よ
る
も
の

　
　
　
⑦

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
旦
四
川
塩
を
湖
北
・
湖
爾
に
販
訂
す
る
こ

と
を
許
可
し
て
し
、
ま
う
と
ハ
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
は
絵
程
困
難
な

問
題
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び
四
川
塩
を
潮
北
・
湖
南
に
行
客
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
る
と
増
産
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
増
産
を
す
る
た
め
に
は
新

た
に
塩
井
を
掘
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
太
平
軍
の
叛
乱
後
、
湖

北
・
湖
南
に
お
い
て
塩
が
欠
乏
す
る
と
、
政
府
で
は
四
川
の
商
人
玉

戸
に
從
心
態
し
て
塩
井
を
開
墾
せ
し
め
た
。
塩
井
は
数
十
丈
か
ら
数
百

丈
に
及
ぶ
も
の
が
あ
b
・
、
塩
の
生
産
が
可
能
と
な
る
ま
で
に
は
数
年

乃
至
は
数
十
年
の
歳
月
と
莫
大
な
投
資
と
を
必
要
と
す
る
。
も
し
墜

井
し
て
も
無
水
を
う
る
こ
と
が
島
来
な
け
れ
ば
、
莫
大
な
損
害
を
う

　
　
　
　
　
　
　
⑨

け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
塩
の
生
産
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る

と
、
難
井
。
生
藍
。
運
搬
の
た
め
に
多
数
の
労
働
者
を
雇
傭
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
か
不
幸
か
、
当
縛
陳
酉
・
河
南
・
山
西
省
で
は

回
廊
な
ど
の
叛
乱
が
あ
り
、
多
数
の
避
難
考
が
四
川
に
来
て
お
り
、

ま
た
そ
の
他
の
省
か
ら
も
多
数
の
流
民
が
四
川
に
流
入
し
て
い
た
の

で
、
こ
れ
ら
の
失
業
者
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
塩
の
生
崖
拡
大

の
問
題
は
容
易
に
解
決
し
、
多
量
の
塩
が
湖
北
。
湖
南
に
販
運
さ
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⑱

れ
、
そ
の
需
用
を
み
た
す
こ
と
が
幽
来
た
。

　
　
　
⇔
　
四
用
。
湖
棚
総
督
の
立
揚

　
こ
の
よ
う
に
一
旦
既
成
事
笑
が
出
来
て
し
ま
う
と
、
太
平
天
国
の

叛
乱
が
鎮
定
し
た
か
ら
と
巨
っ
て
、
直
ち
に
湖
北
・
湖
南
の
亭
亭
地

界
を
准
南
塩
の
た
め
返
却
す
る
こ
と
は
襲
来
な
か
っ
た
。
四
川
塩
を

湖
北
・
湖
南
に
販
運
す
る
こ
と
を
禁
止
す
れ
ば
、
当
然
、
生
産
の
縮

小
を
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
産
を
縮
小
す
れ
ば
、
自
ら
製
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

労
働
者
や
運
搬
労
働
者
が
央
職
す
る
。
当
蒔
四
川
塩
に
関
係
し
て
生

計
を
立
て
て
い
る
者
は
街
数
十
万
に
上
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
労
働
者
は
他
郷
か
ら
流
入
し
た
無
頼
の
徒
が
多
く
、
彼
等
は

、
何
と
か
生
計
が
立
っ
て
い
る
の
で
暴
動
を
起
さ
ず
、
社
会
は
や
や
平

穏
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
失
業
で
も
す
れ
ば
ど
ん
な
叛
乱
を
起
す
か

　
　
　
　
⑫

も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
嫡
…
か
ら
㍉
四
川
や
湖
広
の
総
督
は
四

川
壌
を
湖
北
・
湖
南
に
販
陣
す
る
こ
と
を
禁
男
す
る
こ
と
に
対
し
て

　
　
　
　
　
⑫

極
力
反
対
し
た
。
こ
れ
は
全
く
杞
憂
で
は
な
く
、
後
に
四
川
塩
の
一

部
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
、
私
的
販
売
考
は
徒
党
を
組
み
緯
私
煮
局
の

焼
打
ち
を
行
い
、
巡
視
船
を
破
壊
し
、
巡
視
兵
を
殺
傷
し
て
い
る
。

か
か
る
財
務
関
係
の
宮
衙
の
焼
打
事
件
が
、
湖
北
・
湖
南
に
お
い
て

頻
翼
と
し
て
起
っ
て
い
る
が
、
地
方
官
は
そ
の
臓
勢
を
恐
れ
て
放
任

し
た
。
ま
た
湖
広
総
督
李
瀬
…
章
等
は
湖
南
の
年
期
局
に
通
牒
を
発
し

て
四
川
の
私
塩
が
貴
州
省
に
行
く
場
合
に
は
湖
南
省
の
逓
遍
を
許
し
、

そ
の
土
墨
壷
で
溺
売
す
る
こ
と
を
聴
許
す
る
よ
う
に
さ
え
命
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
蝦
蟹
章
は
川
塩
の
塩
董
を
減
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
製

塩
に
対
し
て
毎
斤
八
文
の
拳
蟹
を
徴
収
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
五
文

に
減
じ
、
後
に
は
さ
ら
に
三
文
に
滅
じ
て
い
る
。
ま
た
川
塩
の
成
本

が
重
い
の
で
湖
北
で
取
め
て
い
た
睦
課
（
圏
川
の
陸
引
に
対
し
　
、
徴
験

す
る
塩
課
）
を
停
質
し
、
或
い
は
湖
南
艦
齢
の
龍
華
岡
の
税
局
を
裁
隣

し
て
川
塩
販
売
者
を
優
遇
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
女
塾
・

湖
月
に
お
け
る
地
方
嘗
は
総
督
を
始
め
、
川
童
販
売
者
の
暴
動
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
は
戦
々
競
た
と
し
て
恐
れ
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
四
川
総
督
が
四
川
塩
の
湖
北
・
湖
爾
販
売
禁
止
に
反
対
し
た

の
は
、
四
川
塩
の
行
塩
地
界
が
叛
乱
の
た
め
殆
ん
ど
廃
岸
に
等
し

く
、
荒
廃
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
四
川
塩
の
主
要
な
五
聖
地
は
本

省
及
び
貴
州
省
∵
雲
南
省
の
三
省
で
あ
る
。
本
省
の
口
岸
を
計
岸
と

い
い
、
貴
州
雲
南
は
辺
岸
と
称
せ
ら
れ
た
。
辺
岸
に
お
い
て
は
、
威

豊
以
来
、
太
平
軍
鎮
定
の
た
め
、
軍
事
力
が
手
薄
に
な
っ
た
の
に
乗

じ
、
ま
た
石
窯
開
な
ど
太
平
軍
の
貴
州
省
侵
憲
に
呼
応
し
て
、
苗
族

や
葉
理
が
叛
乱
を
起
し
、
流
民
は
流
亡
し
た
。
商
人
は
利
益
が
少
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く
、
且
つ
危
険
で
あ
る
た
め
に
塩
を
販
遮
せ
ず
、
四
川
塩
は
滞
積
し

⑬
た
。
ま
た
貴
州
省
は
辺
阪
に
偏
し
、
開
発
が
お
く
れ
産
物
が
な
い
た

め
税
入
が
少
く
、
軍
餉
や
役
所
の
経
費
は
主
と
し
て
塩
利
に
依
存
せ

ん
と
し
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
貴
州
省
で
は
税
董
徴
収
の
局
牽
が
林

立
し
、
ま
た
税
麓
も
甚
だ
重
か
っ
た
Q
と
く
に
兵
褻
以
後
、
軍
餉
が

・
支
細
し
た
た
め
、
重
萱
を
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
商
人
が
塩
を
貴

州
省
に
運
ん
で
ゆ
く
と
、
十
分
の
一
の
税
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
大
福

と
称
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
沿
途
で
は
雨
覆
・
小
盗
・
落
地
面
な
ど
諸

種
の
税
が
徴
収
せ
ら
れ
た
。
ま
た
査
局
。
分
局
・
験
票
局
や
各
州
県

私
設
の
レ
下
局
が
あ
り
、
色
々
の
名
目
で
税
や
手
数
料
を
徴
収
し
た
の

で
、
盛
塩
を
貴
州
省
に
運
ん
で
ゆ
く
と
、
実
際
徴
収
せ
ら
れ
る
縫
整

数
は
毎
引
数
十
両
を
下
ら
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
商
人
は
欠
損
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
販
運
を
疇
溢
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
貴
州
省
で
は
叛
乱
が
長
く
続

い
た
た
め
に
、
販
運
が
嵩
来
ず
、
大
き
な
商
人
が
没
落
し
て
し
ま
っ

た
。
当
時
貴
州
の
口
岸
に
塩
を
販
運
す
る
大
賃
は
数
十
余
家
あ
り
、

そ
の
資
本
は
合
計
す
る
と
一
干
万
両
に
も
上
っ
た
が
、
殆
ん
ど
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

険
西
［
出
身
の
商
人
で
あ
っ
た
。
四
川
に
お
い
て
牛
乳
に
投
資
し
て
こ

れ
を
経
営
す
る
者
は
そ
の
七
八
割
が
陳
西
出
身
者
で
、
そ
の
残
り
は

　
　
　
　
　
　
き

四
川
人
で
あ
っ
た
。
販
運
に
従
事
す
る
商
人
も
多
く
は
陳
皇
恩
身
者

が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
ひ

　
と
こ
ろ
で
た
ま
た
ま
、
成
豊
九
年
2
八
鷲
九
）
雲
南
省
で
鴉
片
の

密
売
並
に
そ
の
護
送
を
し
て
い
た
藍
大
願
・
李
短
搭
ら
が
官
憲
の
不

当
な
圧
追
に
抗
し
て
叛
乱
を
起
し
た
。
遂
に
四
川
省
に
侵
入
し
、
自

流
井
の
塩
井
労
働
者
数
万
入
を
そ
の
傘
下
に
収
め
る
と
、
俄
然
そ
の
π

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

勢
力
は
伸
張
し
、
翌
十
年
に
は
そ
の
徒
毒
言
万
と
号
し
た
。
こ
の
藍

大
順
ら
の
四
川
侵
入
に
よ
り
、
行
塩
地
界
は
荒
廃
し
、
井
竈
も
大
損

害
を
被
っ
た
の
で
、
陳
西
商
人
の
四
川
に
あ
っ
て
貿
易
し
て
い
た
者

は
質
本
を
も
つ
て
陳
西
に
引
揚
げ
た
。
と
こ
ろ
が
蜂
鳥
で
は
ま
た
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

民
の
叛
乱
に
遭
遇
し
、
そ
の
貨
本
は
蕩
尽
に
帰
し
た
。
か
よ
う
に
四

川
行
塩
地
界
に
得
て
は
曹
族
・
三
民
・
匪
徒
の
叛
乱
に
よ
り
、
人
民

は
流
亡
し
、
大
彊
は
没
落
し
て
京
島
が
行
わ
れ
ず
、
広
大
な
沿
岸
は

廃
岸
と
化
し
、
四
川
省
と
し
て
は
重
要
な
財
源
を
失
っ
た
わ
け
ぞ
あ

る
。
こ
○
よ
う
な
情
勢
の
う
ち
に
、
立
塩
短
髪
の
問
題
が
起
つ
た
の

で
、
滞
積
が
懸
念
せ
ら
れ
て
い
た
四
川
塩
と
し
て
は
全
く
天
来
の
福

音
で
あ
り
、
濡
々
と
し
て
川
下
は
湖
北
。
湖
南
両
省
に
販
運
さ
れ
、

両
省
の
舎
ハ
塩
は
殆
ん
ど
山
9
。
へ
て
四
相
塩
に
依
吻
心
す
る
状
…
況
ノ
」
あ
っ

②
た
。
川
塩
入
楚
の
後
は
積
滞
は
全
く
な
く
な
り
、
額
引
に
対
す
る
塩

課
を
完
納
す
る
の
み
な
ら
ず
、
毎
年
絹
薩
七
十
万
両
を
得
る
こ
と
が
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⑳

出
来
た
。
同
治
八
年
（
一
八
六
九
）
に
は
四
川
省
か
ら
京
繭
と
し
て
二

十
三
万
両
を
解
送
し
て
い
る
。
こ
の
外
、
援
早
戸
糧
・
蝋
管
熱
川
な

ど
合
計
す
る
と
数
十
万
両
に
上
る
銀
を
四
川
省
か
ら
発
送
し
て
い
る

が
、
す
べ
て
壌
澄
の
収
入
に
よ
る
・
も
の
で
あ
っ
た
。
四
川
省
と
し
て

は
塩
利
収
入
は
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
も
し
馬
身
の
入

楚
を
禁
止
せ
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
収
入
が
失
わ
れ
る
わ
け

で
、
四
川
総
督
と
し
て
は
川
塩
入
楚
の
禁
止
に
反
対
せ
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
。

　
塩
利
収
入
の
上
か
ら
は
湖
広
総
督
も
四
川
総
督
と
全
く
問
様
の
立

場
に
あ
っ
た
。
川
楚
両
省
の
歳
入
川
塩
縫
税
は
多
い
時
に
は
二
百
数

　
　
　
　
　
　
⑳
i

十
万
爾
に
上
っ
た
。
湖
北
で
は
毎
年
川
難
は
大
体
九
十
万
両
の
収
入

　
　
　
き

が
あ
．
つ
た
。
四
川
で
は
前
述
の
よ
う
に
約
七
十
万
両
の
塩
盤
が
あ

り
、
合
計
百
六
十
万
一
爾
の
癒
置
を
以
て
川
那
両
省
の
兵
餉
を
鞍
懸
し

て
い
畑
・
い
ま
四
川
塩
蓉
主
要
姿
出
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
　
八
隅
営
丘
ハ
餉
　
　
　
　
　
　
二
晶
割
声
刀
凱
國
余

　
　
戸
部
餉
　
　
　
　
一
〇
万
両

　
　
㎜
園
本
M
胴
　
　
　
　
　
　
　
六
万
庶
問

　
　
事
宜
留
防
水
師
　
　
　
二
万
数
干
両

以
上
の
外
、
各
省
協
餉
百
余
万
両
・
本
省
虚
飾
八
十
五
万
両
は
い
｛
の

大
半
を
川
澄
に
仰
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
川
塩
の
入
構
を
禁
止

し
、
准
塩
の
収
入
を
以
て
す
れ
ば
薫
万
爾
の
欠
損
が
雌
来
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
⑰

明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
収
入
減
を
い
か
に
し
て
補
填
す
べ
き
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
湖
広
総
督
の
不
安
が
あ
り
、
川
塩
入
楚
の
禁
止
、
す

な
わ
ち
准
岸
の
収
復
に
対
し
て
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
准
南
塩
の
湖
北
。
湖
南
に
お
け
る
行
塩
地
界
の
収
復

に
対
し
て
脳
川
。
潮
広
の
総
督
は
大
体
利
害
が
網
一
致
し
て
反
対
し

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
爾
涯
総
督
は
全
く
利
害
が
相
反

し
、
極
力
収
復
を
主
張
し
た
Q

　
　
　
　
日
　
両
江
総
督
の
立
揚

　
両
江
総
督
と
し
て
の
意
見
O
代
表
者
は
曾
国
藩
・
馬
脳
貼
・
沈
孫

積
・
劉
坤
一
等
で
あ
る
。
隣
劇
総
督
は
重
事
・
異
格
。
闘
争
槙
等
で

あ
り
、
湖
広
総
督
は
翁
同
爵
。
李
瀬
章
等
で
あ
っ
た
。
准
南
塩
の
口

岸
の
返
還
を
最
も
強
く
主
強
し
、
且
つ
こ
れ
を
着
々
と
笑
施
に
う
つ

し
た
の
は
曾
国
藩
で
あ
る
。
曾
国
落
の
考
え
で
は
、
湖
広
地
方
に
川

塩
を
導
入
し
は
の
は
長
江
が
太
平
天
国
軍
の
た
め
梗
阻
し
、
惟
爾
塩

を
運
搬
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
権
宜
の
計
と
し
て
已
む
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を
得
ず
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
い
ま
や
叛
乱
は
鎮
定
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

長
江
は
自
由
に
商
人
が
販
運
禺
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
又
議
者

は
想
塩
入
楚
を
埜
ハ
止
す
れ
ば
、
節
操
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る

者
が
、
失
業
し
た
り
没
落
し
、
重
大
問
題
が
惹
起
す
る
と
い
っ
て
い

る
が
、
併
し
、
灘
南
塩
に
よ
っ
て
生
活
す
る
労
働
看
や
商
人
の
数
は

数
百
万
に
上
り
、
四
川
塩
の
そ
れ
の
数
倍
に
は
止
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

兵
墾
以
来
多
数
の
塩
煙
労
働
者
が
失
業
し
、
塩
商
の
没
落
す
る
者
も

蕪
だ
多
い
。
湖
北
・
湖
南
の
み
な
ら
ず
、
准
爾
塩
の
重
要
な
行
騰
地

江
西
の
口
岸
も
ま
た
磐
私
・
閾
私
に
侵
蝕
せ
ら
れ
、
華
南
塩
は
販
運

す
べ
き
引
地
が
な
く
、
准
南
商
人
は
し
き
り
に
引
地
の
収
復
を
請
願

し
て
や
ま
な
い
か
ら
、
漸
次
川
塩
入
楚
を
禁
止
し
て
湖
北
・
湖
南
は

准
南
塩
の
口
岸
と
し
て
規
復
し
、
昔
年
の
漏
制
・
に
復
し
て
経
久
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
を
収
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
曾
国
藩
の
主
張
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
曾
国
隣
の
主
張
に
対
し
て
四
川
総
督
や
豊
頃
総
督

は
晶
剛
述
の
よ
う
な
立
揚
か
ら
難
〃
色
を
示
し
た
の
，
て
あ
る
が
、
戸
部
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

全
面
的
に
曾
国
藩
の
意
見
に
賛
・
憲
を
表
し
た
。
後
に
は
御
史
周
長
樹

も
准
岸
収
復
に
左
雄
し
寸
ま
た
曾
国
藩
の
推
薦
に
よ
っ
て
立
身
し
、

後
に
．
爾
江
総
督
と
な
っ
た
沈
藻
槙
は
曾
国
藩
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

承
し
て
潅
岸
の
収
復
を
執
拗
に
主
張
し
た
の
で
、
湖
北
。
湖
・
爾
に
5
3

け
る
阿
南
塩
の
行
脚
地
界
も
全
部
を
収
復
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

ボ
、
次
第
に
返
還
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
両
鐙
総
督
の
脇
強
い
要
望
に
よ

る
も
の
．
て
は
あ
・
る
W
か
、
　
一
｝
蜘
に
肝
蝕
、
後
に
述
。
へ
る
よ
・
り
に
、
　
四
川
惰
皿

の
行
塩
地
界
恢
復
の
措
置
が
と
ら
れ
、
四
川
塩
政
が
漸
く
立
ち
直
っ

て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
曾
国
藩
は
何
故
に
浩
爾
塩
販
路
の
取
復
を
強
く
主
張
し

た
か
と
い
う
に
、
先
に
屯
ふ
れ
た
よ
う
に
華
商
・
運
商
・
竃
戸
な
ど

の
販
路
恢
復
に
対
す
る
猛
烈
な
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
政
府
の
塩
課
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
露
国
藩
は
准
南
行

塩
地
に
い
わ
ゆ
る
循
環
転
地
法
を
施
行
し
、
．
運
商
に
昔
の
嗣
法
に
お

け
る
が
ご
と
く
塩
引
奏
上
の
世
襲
権
を
み
と
め
た
の
で
、
こ
れ
に
伴

っ
て
引
地
の
販
売
独
占
権
を
も
み
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
一
体
清
代
で
は
塩
課
は
国
初
よ
り
重
要
な
財
源
で
あ
り
、
大
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

金
収
入
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
た
が
嚢
子
の
塩
課
は
全
国
玉
里
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

四
割
強
を
占
め
て
い
た
。
さ
ら
に
湖
広
は
そ
の
六
割
を
占
め
て
い
た

　
　
　
⑱

の
ぞ
あ
る
。
中
日
体
的
に
い
え
ば
、
爾
溌
墨
は
従
来
六
百
万
乃
至
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

百
万
両
の
塩
課
を
収
め
、
清
朝
と
し
て
は
緊
要
な
弗
籍
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
太
平
天
国
の
乱
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
重
要
な
財
源
を

喪
失
し
た
。
川
塩
の
導
入
以
来
、
毎
年
四
川
と
潮
道
と
を
合
す
る
と
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百
五
山
ハ
↓
一
｝
刀
｝
醐
の
際
臆
蒋
風
を
赫
朕
得
諏
蓼
“
○
こ
と
一
か
臓
轟
米
た
げ
か
、
　
と
淋
り
，
て
い

三
日
の
両
潅
塩
の
収
入
に
比
べ
る
と
問
題
に
な
ら
な
い
。
川
塩
の
収

入
は
小
販
か
ら
徴
収
し
た
塩
澄
に
よ
る
も
の
ノ
し
あ
っ
て
、
塩
政
の
正

統
的
な
方
法
か
ら
す
れ
ば
一
特
的
な
便
法
に
よ
る
収
入
で
あ
る
。
ま

た
従
来
の
准
爾
票
法
の
改
草
の
例
に
よ
っ
て
も
分
る
よ
う
に
、
小
さ

な
商
人
が
塩
を
販
売
す
る
と
、
と
か
く
自
由
競
争
の
結
果
、
原
価
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
も
割
っ
て
販
幽
発
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
共
倒
れ
の
危
険
が
あ
る
。

票
法
に
よ
っ
て
は
政
府
の
所
期
す
る
だ
け
の
収
入
を
．
確
保
す
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。
往
年
に
お
け
る
よ
う
た
．
両
南
勢
の
塩
課
を
確
保
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
相
当
資
本
の
大
き
い
運
商
に
販
売
上

の
諸
特
権
を
賦
与
し
、
塩
課
を
請
負
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
Q
こ
こ
か

ら
曾
国
藩
は
若
干
の
准
南
運
商
に
塩
引
を
永
久
に
請
負
わ
せ
、
交
代

ぞ
辮
運
さ
せ
る
ζ
と
に
し
た
。
こ
の
方
法
が
循
環
転
運
法
で
あ
り
、

新
商
を
全
然
認
め
ず
、
政
府
認
許
の
若
干
の
運
商
に
昔
の
綱
法
の
ご

と
く
塩
引
収
買
の
世
襲
権
を
認
め
、
自
由
競
争
を
や
め
て
、
順
番
を

ま
っ
て
順
次
に
塩
を
広
幅
売
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
塩

の
投
出
甦
り
の
危
除
い
キ
熊
ゆ
止
し
、
　
一
定
O
塩
竃
を
保
持
さ
せ
、
隊
商
を

優
遇
せ
ん
と
し
た
。
従
来
の
票
法
の
う
ち
に
編
法
の
意
を
寓
し
た
の

　
　
　
㊥

ぞ
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
曾
旧
藩
を
は
じ
め
代
六
の
爾
江

総
督
は
三
三
塩
の
行
塩
地
界
と
く
に
湖
北
。
潮
南
の
販
路
収
復
に
対

し
て
努
力
を
続
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
灘
一

塩
の
減
塩
地
界
は
い
か
な
る
経
過
を
辿
っ
て
取
回
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。

　
〔
補
註
〕

①
　
拙
稿
「
清
代
域
豊
・
朝
に
お
け
る
灘
南
塩
田
」
（
東
洋
史
研
究
コ
ニ
、
穴
）

②
丁
丈
誠
公
奏
詩
巻
一
癖
「
覆
核
沈
三
巴
包
縷
立
限
擢
」
（
光
緒
三
年
十

　
　
一
月
二
十
九
日
）

　
四
川
塩
法
志
巻
　
二
二
楚
下
光
絡
二
年
「
丈
格
奏
略
」

③
周
済
「
准
薩
問
三
拝
序
」
（
盛
藁
菰
朝
経
世
丈
続
編
巻
五
」
）

　
清
農
法
志
鴫
野
ニ
ニ
「
借
透
動
転
域
豊
墨
引
条
）

・
曾
文
正
公
全
集
轟
稿
巻
三
…
…
…
㌘
…
斜
朗
禁
川
私
行
楚
欲
復
灘
晦
引
地
撞
」

④
　
騎
丈
忠
公
奏
議
巻
鷺
湘
串
稿
「
採
買
滋
塩
三
軍
分
岸
納
課
淡
鋤
疏
」
（
戚

　
豊
五
年
）

　
　
准
南
昏
場
。
申
…
侭
梅
為
業
。
単
磁
蒲
外
。
窮
民
頼
以
営
蓮
為
生
者
。
習
慣
止

　
　
徽
十
万
衆
。
頻
年
片
引
不
行
。
丁
場
縦
潔
二
重
。
塩
｝
斤
僅
易
一
銭
。

　
　
尚
苦
無
鋪
伶
悶
。
生
理
欝
窮
。
坐
以
晶
里
言
。

⑤
　
曾
丈
正
公
全
集
三
審
巻
三
三
「
融
嘱
禁
…
川
私
行
楚
堰
叢
書
榔
引
地
摺
」

　
　
滋
南
遍
泰
一
一
十
場
。
蝋
商
前
榊
丁
、
以
及
鉤
黛
掴
忙
人
等
。
不
感
数
百
万

　
　
。
兵
荒
年
久
。
稲
習
顛
連
。
為
従
来
所
未
麿
。
…
…
場
鼻
汁
駄
三
家
鷹

　
　
衆
。
両
煎
鵬
昏
役
。
失
業
二
人
尤
多
。

　
沈
介
人
瀞
三
主
政
轟
費
蹄
響
論
ハ
　
「
填
手
灘
｛
瀞
引
地
応
．
遷
部
鞍
引
臼
懲
遮
講
孚
行
糊
隅
」

　
　
遜
泰
二
十
揚
。
産
仔
於
錆
。
逓
年
鑑
圧
。
幾
無
隙
地
心
墨
之
。
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阿
書
巻
七
「
被
騰
遵
完
規
那
鮪
銀
懇
立
限
取
復
離
岸
山
川
。
」

　
　
車
載
。
繋
累
額
重
課
繁
。
坂
資
於
両
銀
着
。
居
＋
之
六
。
両
湖
引
地
。

　
　
為
万
癒
煎
丁
藤
託
命
。
亦
千
宵
塩
法
之
常
経
。
今
選
泰
二
十
揚
。
田
積

　
　
塵
封
。
幾
無
隙
地
。
魁
情
之
急
迫
如
彼
。

⑥
　
酪
文
忠
公
奏
議
巻
烈
湘
中
皿
乙
卯
下
「
採
買
灘
塩
済
食
分
岸
納
課
済
飼

　
疏
」

　
　
今
准
塩
之
利
。
不
帰
星
園
。
不
帰
於
民
。
耐
且
港
帰
無
線
。

　
曾
肯
人
正
公
全
集
奏
難
個
ぬ
巷
轟
ハ
　
「
熱
副
W
砂
擁
漸
引
用
三
十
漏
嗣
瓢
関
し

　
　
購
書
二
戸
。
好
艮
楡
送
賊
営
。
毒
陸
騰
欝
於
各
肩
総
。
穴
獲
其
利
。
…

　
　
…
〔
江
西
〕
北
路
食
賊
之
私
塩
。
…
…
〔
再
選
）
東
北
躍
食
賊
之
私
田
。

　
な
お
拙
稿
「
清
朝
蔵
豊
時
代
に
お
け
る
潅
南
塩
断
㎏
参
照
。

⑦
原
文
粛
公
政
欝
血
六
「
取
麟
灘
南
引
地
恋
遵
部
議
迅
速
挙
行
湿
し
（
光

　
緕
二
蕉
，
七
月
初
鑑
矯
）

　
　
臣
於
上
年
十
月
。
花
任
。
畳
拠
場
商
進
商
聡
名
公
稟
。
識
軽
羅
岸
。
…

　
　
…
臣
到
任
以
来
、
、
膿
球
場
商
。
環
訴
哀
額
者
。
殆
無
虚
碍
。

　
曾
丈
正
公
全
集
奏
稿
巻
三
三
「
請
禁
川
私
行
楚
収
復
准
導
引
地
摺
…
」
　
（
伺

　
漁
七
年
）

　
　
凡
認
准
引
之
商
。
屡
赴
臣
衙
門
呈
逓
稟
詞
。
詩
立
川
私
。
幾
無
題
臼
。

⑧
　
東
粟
続
落
同
治
巻
七
五
、
同
治
七
年
十
二
月
置
寅

　
　
惟
川
塩
行
楚
腰
久
。
弁
難
増
多
。

　
憤
粥
塩
法
士
心
巻
一
五
一
一
落
田
部
、
　
測
治
八
年
　
コ
戸
襖
帥
運
脚
覆
」

　
川
撫
行
楚
。
巳
閲
十
有
余
年
。
近
来
広
開
井
簸
。
添
集
丁
夫
。
産
塩
之

　
所
。
較
之
向
年
。
増
多
数
倍
。

⑨
　
凶
川
塩
法
志
巻
一
二
済
楚
下
一
，
文
綴
湊
略
」
　
（
光
緒
二
蕪
、
）

　
同
讃
冨
漁
魯
…
　
一
済
淋
罵
上
　
「
鼠
ハ
帯
ポ
士
葵
酪
”
」
　
　
（
慰
籍
八
年
）

⑩
丁
丈
誠
公
奏
稿
巻
一
㈱
「
一
襲
摺
切
績
娘
盛
立
蘇
蜜
」
（
光
緒
竃
年
十

　
　
一
月
二
十
九
日
）

⑪
　
岡
衝

⑫
　
厳
如
魁
「
論
川
塩
」
　
（
蟻
朝
経
世
上
編
巻
蹴
○
）

⑲
鋤
川
塩
法
志
巻
一
一
・
巻
＝
一

⑧
　
東
華
続
録
光
臨
馬
漕
光
絡
二
年
五
月
戊
巾
「
周
馬
路
奏
。
し

　
　
川
衆
濤
益
横
行
。
韻
脚
十
三
年
工
月
初
五
阿
。
懸
敢
聚
血
持
斌
。
将
岳

　
　
州
府
境
之
鴨
欄
南
緯
口
軽
局
。
焚
槍
一
空
。
殺
傷
巡
船
水
勇
。
…
…
嗣

　
　
復
晦
紫
蘭
簸
勢
戊
安
。
再
委
員
不
特
不
調
川
私
。
反
力
為
護
送
。
敷
湖

　
　
北
汚
陽
州
之
潜
家
禽
寒
処
。
　
又
有
鍛
勇
殿
牽
之
事
。
　
地
方
官
不
敢
過

　
　
問
。
．
門
端
不
応
料
之
説
。
督
翫
又
札
行
湖
南
督
錆
鼠
。
品
川
私
。
仮
道

　
　
常
穂
辰
沈
。
　
以
達
貴
彊
。
沿
途
酒
売
。
聴
典
所
為
。
…
…
鑓
岸
分
錆

　
　
局
。
既
被
播
叢
。
凋
私
藏
逮
汚
陽
州
境
。
乃
嘉
浦
・
崇
通
・
逓
下
膨
属
。

　
　
委
員
傑
遡
参
撤
。
莫
可
誰
何
。
…
…
郷
再
認
川
之
懲
。
大
約
因
川
販
太

　
　
多
。
禁
園
鮒
恐
失
業
之
民
。
因
野
相
事
。

⑮
四
廻
撫
法
志
巻
一
一
済
楚
上
「
呉
業
奏
略
」
（
同
治
八
年
）

　
　
川
目
行
塩
之
地
。
除
本
省
外
。
向
悪
習
蛤
両
辺
。
威
豊
四
年
以
後
。
隣
…

　
　
薩
殺
狂
。
演
雛
相
纒
實
扇
侃
。
両
省
辺
地
。
人
鐵
流
亡
。
引
岸
金
失
。
…
川

　
　
省
井
纐
。
亦
遭
演
匪
黙
蹴
。
商
号
不
行
。
積
年
引
滞
税
懸
。

　
丁
丈
誠
公
奏
稿
巻
＝
…
…
「
簿
辮
驚
揖
塩
務
官
運
商
餓
狼
（
光
絡
三
年
七
月

　
二
＋
二
日
）

　
　
軍
興
以
来
。
踏
地
処
処
被
擾
。
人
戻
離
散
死
亡
。
十
不
存
一
。
商
人
歌

　
　
業
．
、
引
滞
岸
懸
。
蔭
弛
廃
葉
。
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⑯
了
丈
誠
公
奏
蕩
藻
二
三
聯
謬
舞
護
岸
義
務
官
報
駕
鱗
摺
～

⑰
同
前

　
　
　
　
　
　
…
；
四
岸
（
永
・
仁
・
清
∴
蟹
）
行
商
蕎
窮
余
家
。
悉

　
是
険
西
穴
頁
。
資
本
叢
鎮
。
…
…
従
前
警
壷
皿
行
時
。
薦
商
昏
処
設
立

　
行
号
運
錆
。
資
本
合
計
門
下
千
万
。
始
数
業
転
。

⑯
　
継
朝
続
文
献
運
考
巻
四
七
同
滑
二
年
条

　
珊
省
餐
廠
井
蓬
、
奏
入
十
居
七
八
。
蜀
人
十
署
二
三
。

⑲
湘
軍
志
巻
二
二
峨
豊
九
年
条

　
湘
軍
紀
巻
一
三

⑳
　
北
朝
続
文
献
逓
考
巻
四
七
馬
出
二
年
条

　
膚
浜
感
細
入
後
。
白
井
夷
鑑
、
山
月
在
川
貿
易
考
。
多
将
皆
ハ
本
逗
回
原

　
籍
、
復
被
陵
圓
養
、
掠
。
至
今
尚
未
全
行
復
業
。

⑳
　
清
趨
薬
罐
巻
一
五
二
減
豊
七
年
「
総
譜
総
督
霧
支
、
海
北
巡
撫
胡
林
翼

　
奏
状
」

　
近
冬
両
省
食
塩
』
実
以
川
塩
為
穴
隙
、
、

㊧
李
女
忠
全
書
奏
稿
巻
一
五
「
趨
塩
分
、
成
派
錆
掻
」
　
（
擁
治
八
年
七
月
二

　
＋
九
隣
）

⑳
　
四
川
塩
法
志
蓉
一
一
済
楚
上
「
呉
彙
奏
略
」
、

＠
米
州
塩
法
志
巻
＝
「
見
取
上
」

⑳
　
　
沈
轟
久
粛
爪
｛
童
歌
償
嘱
な
論
ハ
　
「
収
囲
［
引
准
塩
四
引
地
応
ド
運
部
㎝
議
幽
趣
連
W
然
翼
墨
摺
」
　
（
市
冗

　
緒
二
年
七
月
初
七
財
）

⑭
　
悶
絹
塩
法
志
巻
一
二
「
済
楚
下
し
光
緒
二
年
条

⑰
嗣
書
「
翁
同
欝
奏
略
」
　
（
光
繕
二
年
）

⑤
　
曾
交
正
公
全
集
奏
稿
巻
二
四
「
潅
南
塩
運
暢
通
力
藻
整
頓
摺
」

⑳
認
書
巻
三
曲
「
請
鯉
川
私
行
楚
烈
艇
鎌
継
引
地
摺
一

⑳
　
照
規
壌
法
志
懸
一
一
［
済
董
1
．
ご

⑪
　
東
蕪
続
審
光
締
巻
九
光
簿
二
礁
，
鷺
月
、
撲
申
「
周
一
戸
三
門
」

㊥
清
史
列
伝
巻
五
三
「
沈
篠
横
伝
」

⑳
　
蟻
朝
経
世
文
続
編
巻
四
薫
孫
輪
台
［
山
上
」
二

　
魏
源
墾
武
詑
巻
一
一
コ
武
事
影
画
」

⑳
注
喜
孫
従
政
録
三
三

　
光
緒
大
清
会
典
事
例
巻
二
二
一
及
巻
ニ
ニ
三

⑳
　
曾
丈
正
公
全
集
奏
稿
巻
三
三
「
詰
禁
川
私
行
楚
駁
復
灘
南
引
地
摺
」

　
従
前
濫
網
盛
時
。
蔵
徴
各
岸
課
銀
。
軍
於
天
下
。
論
理
蘇
省
考
。
不
及

　
十
之
一
。
徴
諸
江
西
・
安
判
者
。
不
遣
十
之
三
。
徴
譜
両
湖
陵
．
則
羅

　
十
之
六
。

⑳
陶
文
毅
公
全
集
巻
一
四
「
覆
奏
舞
麗
両
准
塩
務
一
時
尚
未
得
有
掘
難
癖

　
子
」

　
海
塩
課
額
。
甲
於
天
下
。
…
…
准
塩
以
｛
隅
抗
議
省
之
課
。
正
雑
脊
項

　
敬
箆
七
八
百
万
両
。

　
瀦
丈
忠
公
奏
議
巻
五
湘
中
稿
乙
卯
下
「
採
買
准
塩
済
食
分
岸
納
課
済
飽

　
疏
」
　
（
成
豊
五
年
）

　
図
家
蛎
灘
塩
課
奮
雑
各
歎
。
毎
歳
漁
藝
六
百
冷
芳
両
。
為
銀
入
一
大
寒
。

⑳
　
拙
稿
「
清
澄
遊
光
靭
に
お
け
る
灘
晦
塩
政
の
改
革
」
　
（
東
方
学
論
集
第

　
三
）

の
清
史
稿
巻
ご
｝
九
食
貨
志
「
塩
法
」

le（27凄）



．代准粥塩嫉路の争蕉について（佐伯）

悶
「
澹
南
塩
収
復
の
経
過

　
　
　
e
　
曾
国
藩
の
改
革
く
上
）
i
一
二
塩
加
税
と
川
澄
配
鋪
t
…
一

　
准
南
海
の
行
塩
地
界
の
収
復
は
罰
治
三
年
（
一
八
六
四
）
南
京
の
占

領
に
よ
り
、
太
平
天
国
の
叛
乱
が
一
応
平
定
す
る
と
共
に
、
曾
親
藩

の
意
見
に
従
つ
で
開
始
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
、
揚
子
江
の
水

上
権
が
政
府
側
に
圃
復
せ
ら
れ
る
や
、
こ
の
前
年
に
は
す
で
に
江
西

口
岸
収
復
の
措
罎
が
講
ぜ
ら
れ
、
同
治
三
年
に
は
安
徽
と
湖
広
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

口
岸
の
収
復
縁
が
立
て
ら
れ
た
。
曾
油
魚
の
潅
南
塩
竃
岸
収
復
の
計

画
は
大
体
塩
運
使
郭
移
譲
の
原
案
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で

　
②

あ
る
。曾

國
藩
は
同
治
三
年
南
京
の
克
復
と
同
時
に
、
潅
南
行
塩
地
界
収

復
の
第
一
描
置
と
し
て
鄭
塩
の
税
置
を
重
く
し
、
灘
南
塩
の
税
麓
を

軽
く
し
た
。
太
平
天
国
の
叛
乱
以
来
、
十
徐
虚
聞
、
灘
南
行
塩
地
界

の
民
衆
は
殆
ん
ど
隣
界
の
私
塩
に
依
存
し
、
ま
た
政
府
自
身
も
こ
れ

ら
の
私
塩
か
ら
塩
董
を
徴
収
し
て
軍
餉
に
供
し
て
詣
米
た
の
で
、
遽
か

に
こ
れ
ら
の
隣
界
の
私
塩
進
入
を
禁
止
す
る
こ
と
が
蹴
来
な
い
。
急

い
で
や
れ
ば
叛
乱
勃
興
の
危
惧
が
あ
る
。
そ
こ
で
漸
を
逐
う
て
引
地

収
復
の
挙
に
出
で
ん
と
し
た
。
　
一
体
隣
界
の
私
塩
が
盛
ん
に
思
事
行

塩
地
界
に
侵
灌
す
る
の
は
、
隣
界
の
私
塩
価
が
准
南
塩
よ
り
廉
億
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
隣
界
私
塩
の
原
価
が
准
南
塩
の
そ
れ
よ

り
も
低
い
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
。
そ
こ
で
曾
國
藩
は
隣
塩
の
楚
金
を

重
く
し
て
潅
南
塩
と
共
に
鎧
岱
せ
し
め
、
礁
南
南
が
隣
塩
と
競
争
し

て
勝
利
を
得
、
肉
然
の
う
ち
に
行
乞
地
界
の
恢
復
を
計
ら
ん
と
し

た
。

　
一
方
准
　
爾
塩
董
の
軽
減
を
も
計
っ
た
。
当
時
、
准
南
塩
董
は
都
島
ハ

阿
・
白
子
材
。
李
世
忠
。
官
・
文
及
び
曾
国
富
の
軍
餉
に
充
当
せ
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
聴
官
を
徴
収
す
る
た
め
に
多
数
の
萱
兼
が
林
立
し
、

潅
南
風
が
儀
徴
か
ら
ひ
と
た
び
長
江
に
簸
る
と
、
金
柱
関
　
（
安
徽
省

当
塗
県
西
五
塁
）
荻
港
（
安
徽
省
繁
畠
県
蕪
北
）
大
遡
関
（
安
徽
省
銅
陵
県

璽
簸
四
＋
塁
）
安
慶
・
華
陽
鎮
（
安
徴
省
塑
江
県
東
南
＋
五
里
）
等
に
澄

薫
が
あ
り
、
各
＃
卜
．
て
夫
々
塩
麓
が
徴
収
せ
ら
れ
、
そ
の
額
は
合
計
す

る
と
新
編
十
五
両
以
上
に
も
上
り
、
こ
れ
が
灘
南
塩
の
売
薬
に
多
大

の
障
碍
を
与
え
た
。
そ
こ
で
三
国
藩
は
塩
董
の
大
幅
の
減
額
を
断
行

し
、
楚
障
二
丈
の
准
南
塩
置
は
十
一
両
九
銭
八
分
、
寝
溜
は
九
両
四

銭
四
分
、
続
「
岸
は
四
両
四
銭
に
軽
減
し
た
。
而
も
各
棄
で
徴
収
す
る

こ
と
を
や
め
、
銘
簿
［
の
後
、
一
括
し
て
納
付
す
る
こ
と
と
し
、
商
人

の
便
宜
を
計
ら
ん
と
し
た
。
こ
の
外
、
先
に
竜
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
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由
競
争
に
よ
る
商
気
の
塩
の
投
げ
説
兜
臼
な
停
止
し
て
盗
億
の
保
持
に

つ
と
め
し
め
、
ま
た
無
税
の
私
塩
の
繰
捕
に
煮
を
脳
い
て
商
塩
の
錆

鮎
讐
を
側
面
か
ら
援
護
す
る
等
、
あ
る
ゆ
る
方
策
を
尽
し
て
瀧
南
陽
商

を
保
護
し
、
販
路
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
准
禽
…
行
塩
地
界
の
収
復
に
尽

　
　
⑤

カ
し
た
。
こ
れ
が
製
塩
地
界
収
量
に
対
す
る
准
粛
括
激
務
の
第
一
回
目

の
改
革
で
あ
っ
た
。

　
然
る
に
、
こ
の
改
革
案
は
予
想
に
反
し
て
効
を
収
め
る
こ
と
が
繊

来
な
か
っ
た
。
隣
壌
の
税
董
を
重
く
し
た
た
め
に
、
と
く
に
川
販
は

董
栄
を
廼
難
し
て
販
運
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
し
て
塩
董
を
脱
税

せ
ん
と
し
て
、
両
引
の
塩
を
販
沖
し
な
が
ら
一
引
の
熱
型
嵐
を
納
め
る

に
過
ぎ
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
曾
属
島
潜
は
委
員
を
現
地
に
派
遣

し
て
～
調
中
高
さ
．
せ
た
レ
し
こ
ろ
、
　
聞
伝
偵
六
七
年
両
年
ノ
し
は
、
　
准
南
蜘
撤
の
擁
穣

滞
せ
る
も
の
が
十
余
万
引
を
下
ら
な
い
の
に
反
し
、
川
塩
は
従
来
に

も
増
し
て
湖
北
・
湖
爾
に
流
入
し
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
民
衆
が
准

南
塩
を
敬
達
し
、
川
塩
を
歓
迎
し
て
い
る
こ
と
及
び
宜
畠
駐
在
の
官

吏
が
川
塩
の
塩
軍
器
に
対
し
て
手
加
減
を
加
え
、
禦
験
（
塩
引
記
入
の
塩

額
と
実
際
商
入
が
所
持
せ
る
塩
斤
と
を
つ
き
膏
わ
せ
て
検
聾
す
る
こ
と
）
を

儒
鷲
打
し
外
∴
か
下
り
も
、
　
蛍
夕
虹
に
は
規
定
し
艦
議
鑑
敵
漉
の
山
パ
ー
七
胴
割
し
か
徽
鷺
翻

せ
ず
、
川
販
の
塩
の
原
価
が
甚
だ
安
く
し
て
、
錆
籍
し
易
く
、
曽
爾

塩
が
川
塩
に
対
し
て
太
刀
打
ち
繊
来
ぬ
た
め
ぞ
あ
る
こ
と
が
瞬
ら
か

と
な
っ
た
。

　
ゆ
な
お
こ
の
外
に
准
南
壌
ほ
ほ
川
劇
に
比
べ
る
と
色
た
の
点
．
て
ハ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
。
第
一
運
搬
の
上
か
ら
莞
爾
塩
は
用
塩
に
比

べ
る
と
大
き
な
弱
味
が
あ
っ
た
。
潅
塩
は
揚
子
江
を
遡
航
し
、
洞
庭

湖
の
険
そ
の
他
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
毎
船
は
至
っ

て
少
い
も
の
も
一
千
踏
歌
を
積
毒
す
る
。
瓜
州
を
撮
饗
し
て
湖
北
に

到
藩
す
る
に
は
四
五
ヶ
月
を
要
し
、
湖
南
に
は
六
七
ヶ
月
の
月
鐵
を

要
す
る
。
暴
風
や
浅
瀬
に
あ
い
沈
没
で
も
す
れ
ば
、
鉦
万
の
資
本
を

一
挙
に
し
て
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
煩
塩
は
揚
子

江
の
流
れ
に
順
っ
て
下
る
の
で
あ
る
か
ら
運
搬
が
容
易
ぞ
あ
る
。
而

も
距
離
が
近
い
の
で
小
船
を
雑
用
す
る
こ
と
が
出
来
、
便
利
で
あ

る
。

　
第
二
、
塩
色
の
点
ぞ
竜
潅
塩
は
川
塩
に
劣
っ
て
い
た
。
准
南
条
揚

は
蝕
東
。
呂
四
両
塩
揚
の
塩
は
俗
に
栄
転
真
梁
と
称
せ
ら
れ
、
そ
の

質
は
漁
場
に
冠
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
商
人
の
資
力
が
大
で

あ
っ
た
の
で
、
本
年
の
冷
艶
は
次
年
を
侯
っ
て
始
め
て
販
運
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

堆
積
し
て
い
る
間
に
い
わ
ゆ
る
に
が
り
が
沈
下
し
て
塩
害
が
乾
瓢
と

な
っ
た
。
近
年
は
垣
商
が
疲
乏
し
て
資
本
を
ね
か
せ
て
お
く
こ
と
が
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禺
来
ず
、
収
属
し
た
塩
を
直
ち
に
販
運
に
ま
わ
す
の
で
質
が
低
下
し

た
Q
と
こ
ろ
が
、
川
塩
は
白
く
て
乾
浄
ぞ
あ
り
、
民
衆
か
ら
歓
迎
せ

ら
れ
た
。

　
第
三
、
辮
運
上
、
准
塩
は
川
塩
に
比
べ
て
不
利
な
点
が
多
か
っ

た
。
准
尉
塩
は
道
光
の
末
年
、
票
法
を
実
施
し
て
以
来
、
引
数
に
拘

ら
ず
、
い
か
な
る
小
窓
の
辮
運
を
屯
許
可
し
た
が
、
そ
の
後
ご
一
十

引
の
小
販
が
競
っ
て
塩
の
投
売
り
を
し
て
数
千
引
を
辮
運
す
る
大
商

の
販
運
を
妨
害
し
た
の
に
鑑
み
・
、
小
販
を
制
限
し
た
。
透
磁
票
法
の

章
程
で
は
五
百
引
を
以
て
一
票
と
し
た
が
、
一
票
の
塩
を
感
量
す
る

に
は
七
八
干
両
の
現
銀
を
必
要
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
川
幅
は
斤
数

を
計
っ
て
払
下
げ
、
引
数
を
計
ら
な
い
た
め
、
資
金
数
百
貫
を
集
め

る
と
容
易
に
辮
運
す
る
こ
と
が
風
来
る
。
ま
た
塩
は
包
装
せ
ず
散
黙

し
て
い
る
か
ら
官
塩
私
塩
を
欝
じ
が
た
い
。
そ
の
上
、
塩
董
は
預
蓋

し
な
く
て
も
よ
い
の
で
、
川
塩
は
心
事
に
比
べ
る
と
辮
運
が
容
易
で

あ
っ
た
。

　
第
四
、
販
士
君
上
、
学
内
は
誤
読
に
比
べ
る
と
不
利
の
立
場
に
あ

っ
た
。
湖
北
・
湖
南
の
御
壷
錆
局
で
は
准
南
塩
船
の
口
岸
到
着
の
順

序
に
従
っ
て
塩
を
売
捌
か
さ
せ
、
先
を
争
っ
て
自
由
に
販
売
す
る
こ

と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
近
頃
数
年
来
、
輪
講
は
極
め
て
不
振
で
あ
る

簿

け
れ
ど
も
、
原
意
を
割
っ
て
暴
死
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、

全
く
整
輪
（
口
繕
到
藩
の
順
序
に
従
っ
て
塩
を
販
売
さ
せ
る
こ
と
）
の
た
め

で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
が
た
め
に
、
久
し
く
販
売
の
順
序
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
川
塩
は
到
る
処
で
自
由
に
鏑
冒
す
る

こ
と
が
禺
来
る
。
塩
価
を
得
さ
え
す
れ
ば
直
ち
に
売
律
す
る
の
で
販

路
が
広
く
、
憎
憎
僻
地
も
み
な
川
留
が
充
満
し
て
い
る
。
ま
た
売
価

が
低
簾
で
あ
る
か
ら
鋪
戸
・
行
家
も
魚
塩
で
な
け
れ
ば
販
売
し
な
い

状
態
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
潅
塩
は
川
塩
に
比
べ
る
と
諸
種
の
点
で
太
刀
打

ち
出
来
な
い
。
こ
れ
を
放
任
す
れ
ば
棚
北
・
湖
南
は
す
べ
て
川
塩
に

八
議
せ
ら
れ
、
准
塩
暢
鎧
の
望
み
・
は
・
全
く
か
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ

の
際
川
塩
を
禁
止
し
て
、
湖
北
・
湖
南
を
岩
塩
の
引
地
と
し
て
返
還

　
④

せ
よ
と
い
う
の
が
六
国
藩
の
上
奏
文
の
望
薄
で
あ
る
。
こ
の
上
奏
は

同
治
七
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
上
奏
を
受
領
し
た
戸
部
で
は
、
更
に
四
川
総
督
呉
巣
。
湖
広

総
督
李
草
結
及
び
両
江
総
督
馬
薪
賠
に
命
じ
て
審
議
せ
し
め
た
。
四

川
・
幅
広
の
総
督
は
大
体
先
に
述
べ
た
よ
う
な
立
場
か
ら
反
対
意
見

が
強
く
、
蒲
江
総
督
馬
新
胎
は
立
塩
の
質
を
改
良
し
て
私
塩
に
対
抗

し
、
塩
煮
を
整
試
し
て
廉
価
を
平
ら
か
に
す
べ
し
と
す
る
対
策
を
以
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て
返
答
し
た
。
こ
の
よ
う
に
地
方
の
大
勢
と
し
て
は
塀
塩
の
禁
止
に

対
し
て
は
反
対
意
見
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
先
に
ふ
れ
た
柔
う

に
、
戸
部
は
曾
国
藩
の
意
見
を
支
持
し
た
の
で
、
こ
こ
に
妥
協
案
が

生
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
川
准
塩
は
従
来
通
り
兼
鋪
す

る
が
、
燕
市
に
配
錆
局
を
設
け
、
川
塩
の
入
楚
に
制
限
を
加
え
る
。

配
意
の
割
合
を
准
塩
二
割
引
川
塩
八
割
と
し
、
漸
次
准
塩
の
引
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

収
復
す
る
と
い
う
改
革
案
が
成
立
し
た
。
こ
れ
が
准
南
行
悪
地
収
復

に
対
す
る
第
二
圓
濁
の
塩
政
改
革
で
あ
る
。
時
に
同
治
八
年
で
あ
っ

た
。

　
　
　
口
　
曾
国
士
の
改
革
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
i
川
准
分
界
一
i

　
同
治
八
年
、
川
惟
心
配
錆
案
の
妥
結
は
准
塩
の
湖
広
行
塩
詠
進
舐

を
計
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
大
し
て
効
果
が
な

く
、
川
塩
は
依
然
と
し
て
湖
北
・
湖
南
に
浸
灌
し
た
。
こ
こ
に
曾
国

命
の
第
三
次
准
塩
引
地
子
復
の
改
革
が
起
つ
た
の
で
あ
る
。
同
治

国
・
九
両
年
に
は
川
塩
の
置
税
を
納
め
た
も
の
に
つ
い
て
見
る
も
累

年
二
十
万
引
を
下
ら
な
い
。
直
税
の
私
塩
は
こ
の
う
ち
に
入
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
灘
塩
は
間
治
九
年
湖
北
で
納
崔
賑
し
た
も
の

は
僅
か
に
七
万
引
、
川
塩
害
F
…
数
の
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が

た
め
に
滞
塩
が
七
十
万
引
に
も
及
び
、
昨
年
秋
冬
所
収
の
課
蟹
が
短

継
し
、
戸
郡
で
は
大
婚
彩
椴
の
款
を
発
解
す
る
こ
と
さ
え
嵐
来
な
か

っ
た
。
　
一
方
塩
揚
で
は
場
商
数
百
家
が
窮
乏
し
て
塩
を
買
上
げ
ぬ
た

め
、
竃
戸
は
糊
口
の
資
に
窮
し
、
私
塩
を
闇
熱
し
て
塩
桑
に
通
謀
…

し
、
い
つ
叛
乱
が
起
る
か
も
し
れ
ぬ
情
勢
に
あ
る
。
ま
た
運
商
は
楚

岸
の
銘
焦
が
不
振
な
る
た
め
観
望
し
て
前
ま
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
船

艦
夫
役
そ
の
他
の
労
働
者
が
失
業
す
る
。
そ
の
数
、
数
十
万
人
に
も

及
び
由
議
し
き
段
階
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
6
3
原
因
は
要
す
る
に
楚

俸
が
川
塩
に
侵
占
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
の
改
革
に
お
い
て
配
錆
の
割
合
を
川
八
准
二
と
し
た
け
れ
ど

も
、
実
際
の
割
合
は
…
潅
塩
は
手
塩
の
十
分
の
一
に
も
及
ば
な
い
。
そ

れ
は
塩
包
の
数
に
よ
っ
て
割
合
を
決
定
し
て
い
る
か
ら
で
、
川
塩
は

毎
包
三
菖
五
十
斤
か
ら
八
十
斤
に
至
り
、
八
割
と
す
れ
ば
小
包
三
千

斤
に
近
い
。
准
塩
は
毎
包
、
包
索
と
と
も
に
八
十
六
斤
で
あ
る
か

ら
、
二
割
と
す
る
と
僅
か
に
二
百
七
十
二
斤
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め

に
川
塩
が
暢
鋪
し
、
語
漏
の
玄
鶴
口
が
の
び
な
い
か
ら
、
転
読
の
割
合

を
大
幅
に
変
更
し
て
准
塩
の
利
鎗
を
計
る
べ
き
ぞ
あ
る
と
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
④

曾
圃
藩
の
主
張
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
准
塩
の
配
賦
額
を
増
大
し
て
も
、
川
塩
と
同
一
引
地
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ノ
し
批
魑
争
ふ
9
あ
ル
げ
い
、
先
に
述
べ
た
よ
・
り
に
、
准
階
権
妻
は
博
才
に
比
。
へ
る
と

諸
種
の
不
利
な
点
が
あ
り
、
太
刀
打
ち
轟
来
な
い
こ
と
は
前
の
改
革

で
試
験
済
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
考
え
出
さ
れ
た
の
が
楚
岸
塩
3
1
を
高

高
両
界
に
分
っ
て
行
下
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
昏
乱
が
実

施
せ
ら
れ
た
の
は
同
治
十
一
年
（
一
八
七
二
）
で
あ
る
。
こ
の
改
革
案

の
骨
子
は
先
ず
浩
塩
の
専
岸
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
湖
北
九

二
M
州
の
額
引
は
五
十
五
万
七
干
余
引
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
武

闘
。
漢
陽
∵
昔
ハ
州
。
徳
安
四
二
の
応
口
論
6
一
は
四
十
三
万
三
千
余
引

　
　
⑦

．
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
湖
北
に
お
け
る
准
引
の
八
割
を
占
め
る
四
府
を

准
爾
塩
の
た
め
収
復
し
、
専
ら
潅
塩
を
尊
偏
せ
し
め
、
川
塩
の
進
入

す
る
こ
と
を
厳
禁
し
た
。
残
り
の
安
陸
∴
髪
陽
・
鄙
陽
・
荊
州
・
宜

墨
，
府
・
荊
門
訴
は
川
塩
の
界
と
す
る
が
、
准
商
が
塩
店
を
設
け
て
塩

を
発
売
す
る
こ
と
を
も
許
可
す
る
。
つ
ま
り
、
川
准
塩
の
兼
錆
地
と

し
、
漸
次
准
塩
の
進
禺
を
計
ら
ん
と
す
る
ふ
く
み
で
あ
っ
た
。

　
な
お
当
騨
准
試
着
錆
の
一
つ
の
原
因
は
塩
価
が
騰
貴
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
…
棚
北
に
お
け
る
銀
価
の
昂
貴
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
湖
北
で
は
銀
一
両
は
銅
銭
晒
干
五
百
三
文
と

交
換
し
て
い
た
が
、
　
同
治
十
一
年
に
は
増
し
て
一
千
八
百
余
文
に
・
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
た
め
に
塩
を
販
売
す
る
水
墨
の
成
本
が
暗
増
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し
、
多
価
が
騰
貴
し
た
。
そ
の
結
果
、
塩
の
売
れ
ゆ
き
が
に
ぶ
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
水
販
は
銀
備
の
昂
貴
に
よ
っ
て
多
大
の
損
失
を
蒙
る

よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
水
販
が
塩
を
販
売
し
て
収
め
る
代
価

は
銅
銭
で
あ
る
が
、
督
世
局
に
納
付
す
る
塩
価
は
銀
で
徴
収
せ
ら
れ

た
。
銅
銭
を
銀
に
両
替
し
て
督
錆
局
に
納
付
す
る
ま
で
に
は
時
開
的

な
開
き
が
あ
り
、
銀
価
が
昂
貴
し
て
い
る
際
に
は
ど
う
し
て
も
損
失

を
発
れ
な
い
。
こ
れ
が
対
策
と
し
て
心
落
藩
は
塩
価
の
切
下
げ
を
笑

施
せ
ん
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
楚
岸
で
は
売
価
は
毎
引
二
十
四
両
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
減
じ
て
十
九
両
二
銭
に
な
っ
て
い
た
が
、
更
に
二
肉

二
銭
を
減
じ
て
十
八
両
に
ま
で
切
下
げ
た
。

　
こ
の
外
、
国
国
藩
は
州
県
官
を
騨
纂
頁
し
て
私
塩
の
取
締
り
を
と
く

に
厳
重
に
さ
せ
る
の
み
な
．
ら
ず
、
各
塩
揚
を
督
励
し
て
前
｛
煉
の
法
を

講
求
せ
し
め
、
塩
質
の
改
良
を
行
っ
て
准
塩
を
僻
案
と
の
競
争
に
お

い
て
太
刀
打
ち
が
嵩
来
る
よ
う
に
せ
ん
と
し
た
。

　
な
お
湖
甫
に
お
い
て
も
川
立
塩
の
分
界
を
実
施
し
た
。
湖
南
に
お

い
て
川
塩
を
行
乱
せ
る
地
域
は
岳
州
・
常
徳
及
び
澄
州
で
あ
っ
た
。

掻
州
は
省
会
に
達
す
る
門
戸
で
あ
り
、
常
徳
は
辰
・
濡
に
入
る
下
津

に
あ
た
り
、
共
に
准
塩
緊
要
の
欝
摩
で
あ
っ
た
の
で
、
准
塩
の
専
陶
序

と
し
た
。
た
だ
匹
婦
は
川
准
前
審
錆
地
た
る
荊
州
と
相
接
近
し
、
川

崎
運
路
の
捷
径
に
当
っ
て
い
た
か
ら
、
暫
く
川
塩
の
行
錆
を
も
許
可

し
た
。

　
曾
国
藩
は
臨
陸
の
処
置
と
し
て
函
南
行
塩
地
界
に
川
塩
の
行
錆
を

聴
許
し
た
け
れ
ど
も
、
薩
州
・
雲
南
に
・
お
け
る
叛
乱
が
粛
清
せ
ら

れ
、
川
塩
行
塩
地
界
が
恢
復
し
た
腕
に
は
、
湖
北
・
諸
事
に
お
け
る

川
准
塩
兼
窮
地
か
ら
想
塩
を
駆
逐
し
て
、
灘
塩
本
来
の
行
動
地
界
を

完
全
に
収
復
し
よ
う
と
す
る
の
が
終
局
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ

⑧る
。
こ
の
改
革
が
准
塩
引
地
墨
復
の
第
三
河
目
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
曾
国
藩
が
灘
喜
々
塩
地
界
の
収
復
を
笑
施
す
る
に
当
っ
て
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
湖
広
総
杯
国
は
川
塩
の
禁
止
に
よ
っ
て
郷
餉
の

財
源
を
失
わ
ん
こ
と
を
危
賢
し
て
い
た
。
そ
こ
ぞ
国
国
藩
は
彼
が
安

広
糧
壷
よ
り
う
け
て
い
た
准
塩
藏
銀
を
和
寒
と
し
て
提
供
し
よ
う
と

い
っ
て
い
る
。
当
膝
車
塩
入
楚
の
塩
萱
は
蝋
引
二
両
四
銭
を
湖
北
無

憂
に
、
．
三
両
九
銭
二
分
杏
仁
は
曾
国
電
の
安
楽
糧
壷
に
軍
餉
と
し
て

解
二
化
し
て
い
た
。
爾
方
を
合
す
る
と
六
両
一
二
銭
余
に
な
る
が
、
こ
れ

を
当
芸
の
上
価
で
計
る
と
銅
銭
十
一
貫
余
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
邦
鮪

と
し
て
は
当
時
川
旧
風
を
毎
引
に
つ
き
十
貫
余
を
受
領
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
骨
董
を
受
け
る
方
が
は
る
か
に
得
策
で
あ
る
と
い
っ
て

　
⑨

い
る
。
そ
れ
で
は
曾
国
藩
自
身
の
軍
餉
の
財
源
は
ど
う
す
る
か
と
い
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淘
り
に
、
　
恐
・
り
く
、
後
に
も
述
。
へ
る
よ
・
う
に
、
准
晒
憲
…
商
人
四
か
出
離
損
を
約

束
で
も
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
曾
国
藩
は
湖
広
総
督
と
協
商
す
る
一
方
、
四
川
総
督

と
も
協
議
を
し
た
ら
し
く
、
四
川
ぞ
は
新
し
い
塩
井
の
開
難
を
禁
止

し
、
ま
た
政
府
の
帳
簿
に
登
記
し
て
い
な
い
塩
井
の
踏
査
を
実
施
し

　
　
⑩

て
い
る
。

　
か
よ
う
に
、
曾
国
藩
は
非
常
な
熱
意
を
以
て
感
応
行
塩
地
界
の
直

言
に
当
っ
た
結
果
、
准
塩
の
幽
自
棄
に
お
い
て
は
漸
…
く
潅
塩
の
鎗
ル
讐
が

伸
び
た
け
れ
ど
も
、
荊
裏
東
川
准
塩
煙
塵
地
に
お
い
て
は
、
政
府
の

あ
れ
ほ
ど
の
保
護
政
策
に
も
拘
ら
ず
、
准
塩
は
一
歩
も
ふ
み
入
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
川
塩
は
二
十
年
闇

ば
か
り
の
聞
に
牢
乎
た
る
販
路
を
湖
広
に
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
角
と
し
て
三
回
に
亘
る
改
革
に
よ
っ
て
准
南
行
塩
地
界

の
収
復
が
漸
く
緒
に
就
い
た
の
は
・
全
く
曾
国
藩
の
熱
意
と
尽
力
と
に

負
う
所
が
大
で
あ
っ
た
わ
け
ぞ
あ
る
。

　
　
　
⑬
　
沈
藻
槙
の
川
昏
怠
錆
地
収
書
案

　
曾
国
藩
の
後
、
四
人
を
経
て
両
江
総
督
の
任
に
つ
い
た
の
は
沈
糠

禎
で
あ
る
。
・
彼
は
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
曾
国
藩
の
推
薦
に
よ
っ

て
立
身
し
た
。
そ
の
灘
塩
に
対
す
る
政
策
も
曾
国
“
潜
の
政
策
を
そ
の

ま
ま
踏
襲
し
て
准
南
行
塩
地
界
の
収
復
に
終
始
尽
力
し
た
。
彼
が
両

江
総
督
と
な
っ
た
光
緒
初
年
に
は
、
両
准
塩
の
課
董
は
な
お
僅
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
百
余
万
両
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
湖
広
に
お
け
る
鎧
引
数
も
額

引
の
半
ば
に
及
ば
ず
、
通
泰
州
二
十
の
塩
場
で
は
野
塩
は
販
路
が

な
く
滞
積
し
た
の
で
、
揚
商
や
運
商
は
厘
々
連
名
で
准
岸
の
収
復
を

、
両
江
総
督
に
請
願
し
た
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
貴
州
雲
南
も
粛
清
せ

ら
れ
、
川
塩
は
販
路
が
出
来
た
わ
け
ぞ
あ
る
か
ら
、
准
塩
本
来
の
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

地
で
あ
る
湖
岸
を
全
部
返
還
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
に
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
貴
州
粛
清
御
史
雨
声
樹
も
ま
た
川
塩
の
引
地
が

す
で
に
収
復
し
た
以
上
は
、
湖
北
・
湖
南
の
引
地
を
す
べ
て
准
南
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
上
奏
し
た
。
戸
部
は
こ
の
意
見
に
賛
同
し

章
程
五
条
を
議
定
し
て
藤
江
。
湖
広
・
四
川
総
督
に
こ
れ
を
は
か
っ

た
。
章
程
五
条
と
は
、
四
川
に
お
け
る
私
井
を
封
禁
し
、
藏
欝
に
お

け
る
糸
引
を
疏
翻
し
、
楚
岸
に
巡
兼
を
復
活
し
て
川
私
の
入
電
を
厳

重
に
取
締
る
。
ま
た
限
期
を
定
め
て
川
塩
の
入
楚
を
禁
止
し
、
煎
煉

の
法
を
講
じ
て
准
塩
を
川
塩
に
対
抗
せ
し
め
る
と
い
う
五
筒
条
で
あ

っ
．
た
。

　
こ
れ
よ
り
さ
き
、
す
で
に
沈
藻
禎
は
・
兼
署
湖
広
総
督
玄
同
爵
に
対

し
て
文
書
を
や
り
、
川
准
兼
鋪
地
の
う
ち
、
安
陸
。
裏
陽
・
濃
州
を
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准
塩
の
た
め
返
還
し
て
も
ら
い
た
い
貿
を
申
入
れ
た
が
、
翁
同
爵
は

那
鮪
を
損
じ
、
准
塩
の
た
め
に
も
あ
．
ま
り
利
益
に
な
ら
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

理
由
で
反
対
し
て
来
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
う
い
う
い
き
さ
つ
の
所
へ
戸

部
か
ら
諮
問
が
あ
っ
た
の
で
、
沈
藻
槙
は
同
署
引
地
を
速
か
に
収
回

す
べ
き
旨
を
上
奏
し
た
。
製
麺
禎
の
か
か
る
主
張
の
背
後
に
は
澹
南

魚
商
の
引
地
回
復
に
対
す
る
強
い
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
光
緒
三
年
（
一
八
七
七
）
丁
宝
鐸
が
四
川
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
な
る
や
、
四
川
塩
政
の
改
車
を
断
行
し
て
官
運
商
事
を
行
い
、
貴

州
省
の
行
塩
地
界
は
漸
く
収
復
せ
ら
れ
、
川
塩
は
本
来
の
販
路
に
行

錆
せ
ら
れ
て
成
効
を
収
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
誘
因
を
な
し

　
　
⑰

て
い
る
。
沈
篠
槙
の
上
奏
は
光
堂
二
年
七
月
、
及
び
三
年
・
九
月
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
た
屯
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
、
灘
南
で
は
毎
年
部
鍍
の
京
餉
四
十
五
万
両
を
発
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
未
だ
そ
の
八
割
を
も
解
送
す
る
こ
と
が
轟
来
な

い
。
そ
の
他
、
出
費
緊
餉
∵
貴
州
甘
粛
烏
城
東
三
気
管
の
擾
餉
は
一

部
を
解
籍
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
少
し
も
解
無
し
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
。
戸
部
で
は
完
済
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
余
款
の
響
済
す
べ
き
も

の
が
あ
る
筈
は
な
い
。
塩
引
は
曾
国
富
以
来
、
ま
た
殆
ん
ど
世
襲
的

に
継
承
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
一
種
の
株
の
如
く
な
っ
て
お
り
高

価
で
入
手
し
が
た
く
、
新
商
の
う
ち
に
は
塩
3
1
増
加
の
説
を
聞
き
、

絹
銀
を
出
し
て
も
入
手
し
よ
う
と
す
る
考
も
あ
る
。
し
か
し
、
素
性

の
分
ら
ぬ
新
商
を
招
募
し
て
塩
利
の
増
加
を
計
る
よ
り
も
、
従
来
の

泊
商
を
保
護
し
、
湖
北
・
湖
南
原
認
の
塩
引
を
そ
の
ま
ま
金
部
循
環

転
蓮
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
む
や
み
に
新
商
を
招
募
し
、
増
引
し
て

も
そ
の
弊
害
の
生
ず
る
こ
と
は
准
北
票
塩
法
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

曾
国
藩
が
票
法
に
工
法
の
意
を
寓
し
て
商
人
を
保
護
優
翻
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
た
の
は
こ
れ
が
だ
め
で
あ
る
。

　
湖
北
に
お
け
る
川
波
は
約
百
五
十
余
万
鴎
、
こ
れ
を
銀
に
換
算
す

る
と
九
十
万
両
と
な
る
。
川
那
の
餉
は
こ
の
川
董
と
四
川
で
徴
収
し

た
税
麓
約
七
十
万
両
、
合
計
約
樹
六
十
万
両
で
あ
る
。
灘
南
旧
商
は

川
准
塩
兼
車
地
た
る
荊
嚢
等
五
府
一
州
を
蔑
ち
に
南
南
の
た
め
返
還

す
れ
ば
、
前
記
の
川
那
定
額
を
引
請
け
る
。
も
し
該
引
地
を
収
復
し

て
税
董
が
右
の
額
に
達
し
な
い
場
合
に
は
雛
堀
…
を
行
い
、
責
任
を
以

て
調
達
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
楚
岸
行
鎗
の
塩
3
一
は
約
二

十
万
引
で
あ
る
が
、
胎
嚢
等
五
部
一
州
で
は
十
五
万
引
を
嘉
徳
で
き

る
で
あ
．
ろ
う
か
ら
合
計
、
三
十
五
万
引
の
塩
を
錆
答
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
毎
引
二
両
を
擁
網
す
れ
ば
七
十
万
両
を
う
る
。
ま
た
従

来
翠
蔓
の
課
董
税
は
九
十
万
両
あ
．
る
。
こ
の
う
ち
百
万
両
を
以
て
那
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餉
に
あ
て
、
．
六
十
万
両
を
以
て
川
納
に
あ
て
る
と
、
川
那
賄
の
問
題

は
危
惧
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
、
川
霧
を
に
わ
か
に
禁
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
諸
種
の
障
碍

が
起
る
か
ら
、
二
箇
年
の
限
々
を
き
っ
て
そ
の
聞
に
処
置
を
つ
け

る
。
川
塩
が
口
裏
と
競
争
し
て
勝
利
を
占
め
た
一
つ
の
原
因
は
期
票

を
用
い
た
点
に
あ
る
。
潅
塩
は
代
価
と
し
て
銀
を
収
め
る
が
、
川
塩

は
期
票
を
収
め
た
。
こ
れ
を
清
理
す
る
た
め
に
は
相
当
歳
月
を
要
す

る
。
ま
た
想
塩
は
塩
井
か
ら
盛
運
し
て
宜
昌
に
達
し
、
完
税
の
後
乗

嚢
等
の
府
に
分
運
鋪
撮
し
た
。
に
わ
か
に
川
塩
の
入
楚
を
禁
止
す
れ

ば
運
搬
途
上
に
あ
る
屯
の
、
或
い
は
伝
搬
の
準
備
の
臨
来
て
い
る
も

の
が
困
難
す
る
か
ら
、
先
ず
一
二
年
を
限
っ
て
川
塩
の
出
運
を
禁
止

す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
半
年
を
限
っ
て
運
搬
を
完
了
せ
し
め
る
。

最
後
に
半
年
・
の
限
期
を
与
え
て
錨
岱
を
完
了
さ
せ
る
。
一
　
箇
年
以
内

に
錆
籍
が
終
ら
な
か
っ
た
塩
は
准
商
に
収
買
さ
せ
る
。
一
方
、
湖
北

の
宜
畠
・
礎
城
、
湖
南
の
澄
州
等
の
処
に
督
錯
准
塩
分
局
を
設
け
、

潅
塩
を
運
び
、
総
局
の
統
轄
の
も
と
に
銘
焦
す
る
。

　
第
三
、
川
壌
を
禁
止
す
る
以
上
は
、
川
董
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
川
置
を
廃
す
れ
ば
川
魚
の
成
本
が
軽
く
な
る
か
ら
、
川
私
が

多
く
楚
岸
に
侵
入
す
る
糎
れ
が
あ
る
。
そ
こ
。
て
平
善
煽
に
繕
私
局
を

設
け
、
川
私
の
侵
食
を
厳
璽
に
取
締
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
巡
緯
の

経
費
に
つ
い
て
は
潅
商
が
負
担
を
申
嵐
て
い
る
。
な
お
潅
南
塩
色
の

改
良
は
璽
淋
の
法
に
よ
り
て
成
功
し
て
い
る
か
ら
、
濃
縮
民
衆
の
嗜

好
に
合
し
、
充
分
川
塩
に
対
抗
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
、
川
石
は
四
川
総
督
丁
宝
禎
が
宮
運
商
錆
を
行
い
商
人
を
利

濃
し
た
結
果
、
貴
州
省
の
引
地
は
圃
復
し
た
か
ら
、
丁
曲
率
は
准
岸

を
潅
爾
に
返
還
し
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
資
金
難
の
た
め

雲
南
の
引
地
は
未
だ
回
復
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
あ
る
が
、
蜂
蜜
は
も

し
必
要
あ
ら
ば
、
五
六
十
万
両
の
資
金
を
提
供
す
る
誠
意
が
あ
る
と

　
　
　
　
曾

い
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
客
観
的
情
勢
も
准
岸
を
復
帰
す
べ
き

最
上
の
時
機
に
当
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
機
会
に
川
魚
塩
兼
錆
の
荊

三
等
五
香
二
州
を
函
南
の
た
め
に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が

沈
裸
槙
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

（D　＠　CD　＠＠＠＠

灘
南
撫
法
紀
略
「
羅
際
雲
序
」

同
書
巻
…
…
…
郭
算
盤
「
税
転
補
救
章
程
詳
」
　
（
同
漁
二
年
七
月
）

曾
文
正
公
奏
稿
巻
二
閥
「
酔
客
塩
蓮
暢
．
通
力
簿
整
頓
摺
」

嗣
嘗
巻
三
三
「
請
禁
規
私
行
楚
二
二
准
南
引
地
摺
」

四
川
楡
燃
沖
旧
蜘
心
巻
一
　
一
　
「
済
晶
楚
」
　
上
　
（
同
治
・
八
年
）

同
書
巻
一
↓
「
済
楚
」
上
夷
治
十
年
磁

気
書
巻
＝
｝
「
済
楚
」
下
光
績
二
年
「
翁
岡
爵
葵
略
」
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⑧
曾
文
正
公
全
集
奏
一
巻
三
六
「
楚
岸
塩
引
一
一
分
界
行
鎗
疏
」

⑨
　
　
岡
漁
尉
串
唇
一
二
山
ハ
　
「
議
三
雲
省
樵
南
噌
引
地
畑
堀
」
　
（
嗣
治
十
年
三
月
十
九
群
）

⑩
　
四
蝟
塩
法
書
巻
　
｝
嗣
治
十
年
「
戸
部
誌
略
」

⑪
珂
書
舗
…
竺
一
岡
岬
十
｝
年
条

⑫
　
東
華
続
録
光
緒
巻
斜
光
緒
二
年
閏
五
月
術
賓
「
呉
鴻
恩
爽
」

⑫
　
　
沈
↑
文
運
パ
公
一
駅
堂
纏
巻
斗
　
「
取
M
叫
准
目
附
引
一
丁
応
遵
部
弛
献
迅
速
嫌
7
行
N
摺
」
　
（
光

　
緒
二
年
七
児
初
五
日
）

⑳
　
京
藁
葺
録
光
緒
九
光
繕
二
年
五
月
黒
土
「
鯛
声
望
奏
」

　
清
史
華
僑
｝
二
九
食
、
闘
志
「
書
法
」

⑮
四
色
事
法
号
巻
一
二
「
済
楚
」
下
光
緒
二
年
条

⑯
丁
交
響
公
奏
法
巻
一
三
「
簿
影
踏
岸
塩
払
五
運
商
塗
装
」
（
光
緒
三
年

　
七
月
二
十
二
露
）

⑰
　
四
川
嵐
法
憲
巻
一
二
済
楚
下
光
緒
四
年
「
戸
部
奏
略
」

⑱
　
沈
文
辮
公
政
書
巻
六
「
収
図
淀
南
引
地
応
二
部
議
迅
遠
挙
行
摺
」
　
（
光

　
緒
二
年
七
月
初
五
口
）

　
　
嗣
書
巻
七
「
准
南
遵
完
川
郷
鶴
銀
懇
立
限
収
妻
琴
岸
筆
工
　
（
光
緒
三
年

　
　
九
月
二
十
八
臼
）

⑲
清
史
稿
巻
ご
一
九
食
三
二
「
塩
法
」

　
　
東
二
二
録
光
二
二
三
四
光
緒
六
年
四
月
庚
申
「
二
元
廼
奏
」

⑳
　
沈
丈
粛
二
二
書
巻
七
「
准
商
包
調
川
筆
立
豊
凶
侯
…
准
壌
開
讐
二
日
為
始

　
片
偏
　
（
光
緒
三
年
九
月
一
㎜
十
八
日
）

石
田
梅
岩
全
集
（
上
下
二
巻
）
の
公
刊
に
つ
い
て

心
掌
の
鼻
組
石
田
権
岩
の
全
集
が
、
今
般
柴
田
鳩
翁
以
来
四
代
京
都
明

倫
…
舎
主
と
し
て
心
学
の
伝
続
を
継
承
さ
れ
て
い
る
京
都
大
学
教
授
柴
田

実
氏
の
編
集
・
校
合
・
校
正
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
過
日

そ
の
上
巻
が
出
版
さ
れ
た
。
上
巻
に
は
梅
岩
の
主
著
「
都
…
郷
問
答
」
「
倹
約

斉
家
論
」
及
び
「
石
田
先
生
語
録
」
が
収
録
さ
れ
、
下
巻
に
は
「
莫
婁
想
」

と
…
門
入
の
編
纂
に
か
か
る
「
石
田
先
生
事
蹟
」
及
び
門
人
螂
友
に
宛
て

た
害
簡
二
百
数
十
逼
が
収
録
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
飼
よ
り
も
本
害
の
公

刊
の
意
義
あ
る
点
は
、
教
授
の
企
画
と
努
力
に
よ
っ
て
原
本
叉
は
そ
れ

に
準
ず
る
良
本
を
底
本
と
し
諸
本
を
博
捜
し
て
厳
密
な
校
合
が
な
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
り
、
更
に
高
弟
逮
が
誹
入
れ
た
融
解
が
今
圓
瓢
し
く
収

録
さ
れ
梅
岩
の
患
想
を
研
究
す
る
上
に
多
大
の
便
宜
が
与
え
ら
れ
た
点

で
あ
る
。
梅
巻
の
主
著
「
都
協
問
答
」
は
既
に
梅
岩
の
生
前
に
刊
行
さ

れ
、
最
近
で
は
岩
波
文
庫
等
に
も
収
録
さ
れ
て
は
い
た
が
、
書
簡
類
や
門

弟
書
入
の
註
解
等
ま
で
を
含
め
た
完
全
な
「
海
藻
も
の
」
の
全
集
と
し
て

は
勿
論
本
書
が
始
め
て
で
あ
る
。
小
さ
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
石
田
梅

岩
の
名
ぽ
従
来
梅
厳
と
書
か
れ
ひ
ろ
く
世
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
自
筆

薯
名
が
唯
一
の
例
を
除
い
て
皆
梅
岩
と
書
か
れ
て
い
る
為
に
こ
れ
を
採

っ
て
い
る
点
に
も
、
原
本
を
重
視
し
た
態
度
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
と
も

あ
れ
日
本
思
惣
史
上
、
特
異
な
地
位
を
占
め
る
心
学
の
研
究
が
、
本
書
の

公
刊
に
よ
っ
て
劃
期
約
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は

疑
い
な
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Conflicts　on　the　Markets　for　Huai－nan（潅南）Salt

　　　　　by

Tomi　Saeki

　　At　the　Ch‘ing　Dy］iktsty　the　governinent　had　primarily　set　marl〈ets　for

each　sむも1t　mine．　Both　districts（省）of　Hu．pei（湖北）and　H：u－nall（湖

南）were　the　most　importa凱　markets　for　the　H：uai一おan　G佳南）　sとし1t．

But　as　the　rebels　controlled　the　transporttLtion　on　the　Yangtse　river　at

the　Tとしiping　Rebellion（太平天国の乱），　the　govermnent　could　not　send

the　Hutti－iitLn　salt　to　these　marl〈ets，　xvhich　caine　to　be　open　to　the　Sze－

chxvan9（四川）sttlt．　Thus　the　Huai－l12ul　sとtlt！ost　its　major　markets，　a

considertLble　uneinployment　occurred　at　the　’IIIutti－iran　stLk－iinine，　tmd　so

both　Huai　（；tEk．）　merchants　and　the　government　sufifered　froin　tt　great

de：・tl　of　loss．　Even　after　the　Rebellion　littd　been　oppressed，　the　go，　veyn－

inent　could　not　re－organise　those　inarkets　of　stLlt．　Since　t・Llready　the

Szechwang　mine　had　been　en！arged　ai］d　a　lar．cre　number　of　displaced

people　li2td　deen　employed　to　increase　the　production，　the　reduction　of

the　’?ｎｔｅｒｐｒｉｚｅ　ineant　ttn　unei］Lployinent，　even　a　rioting．　Another　thing

wtts　tlitLt　the　ariny　of　Hu－pei　and　Hu－iittn　wt・ts　supported　by　the　profit

from　the　trttde　of　the　Szecl｝wang　salt　and　therefore　Governor　of　ltlu－

kwang（湖広）strongly　objected　to　the　reduction　of　nユarkets　for　thc　Szech－

wang　salt．　Anyhow，　arotmd　tlie　end　of　the　Ch‘ing　DyiMLsty，　the　inercliants

of　Htttti　and　those　of　Szechwang　bitterly　competed　for　the　inarl〈ets　of

Hu－pei　and　Hu－ntLn．　Producers，　laborers　and　poli“clans　joined　tliis

coiiitpetitioi　L　or　confiict，　wliich　grew　up　to　a　serious　political　probl　ein．

　　ri“he　conflict　lasted　for　more　tliEzn　twenty　years　until　the　Ch‘ing　Dy－

iNLsty　lns　en．ded．

　　　　　　　　　　　　AStudy　of　Miyata－no－sho（宮田庄），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tanba－no－kuni（丹波國）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mimoru　Tanaka

　　真（uch　of　the　study　so　far　done　on　Shoen　（manor　or　manors，　庄園）

is　in　regard　to　those　of　lとしrge　templ．es　or　shriエ｝es　such　as　Toji（東寺）
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