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兵
庫
津
名
物
イ
ワ
シ
の
塩
辛
考

多
　
賀
　
茂
　
治

　

兵
庫
津
は
港
町
・
宿
場
町
と
し
て
繁
栄
し
た
が
、
眼
前
に
大
阪
湾
の
好
漁
場
が
広

が
る
漁
業
の
町
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
こ
の
町
の
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

の
が
「
イ
ワ
シ
の
塩
辛
」
で
あ
る
。
兵
庫
津
商
人
か
ら
大
名
へ
の
献
上
品
に
も
な
っ

た
こ
の
名
物
は
製
造
さ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
く
、
今
は
そ
の
姿
・
形
を
見
る
こ
と
も
、

美
味
と
賞
賛
さ
れ
た
そ
の
う
ま
さ
を
味
わ
う
こ
と
も
か
な
わ
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の

幻
と
な
っ
た
兵
庫
津
名
物
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
文

献
資
料
や
聞
き
書
き
、
現
代
の
製
品
な
ど
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
そ
し
て
こ

れ
が
江
戸
時
代
に
名
物
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
兵
庫
津
に
お
け
る
漁
業
の
動
向

と
関
係
付
け
て
考
え
て
み
た
い
。

　

江
戸
時
代
の
中
期
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
摂
津
地
方
の
地

誌
『
摂
陽
群
談
』
の
「
巻
一
六　

名
物
土
産
の
部
」

　（1）
に
は
次
の
よ
う
に
兵
庫
津
名

物
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
１
】

兵
庫
鰯
漬　

同
郡
兵
庫
の
津
に
あ
り
。
当
浦
の
漁
者
、
大
網
を
下
て
引
之
、
則
潮
を

以
つ
て
製
之
鰯
胥
と
す
。
香
味
甚
美
な
る
事
、
諸
国
に
勝
り
た
り
。

同

干
小
鰯　

同
所
に
製
之
、
胥
鰯
の
所
余
、

を
白
浜
に
置
て
、
炎
天
に
干
乾
て
、

能
干
た
る
時
、
升
に
量
り
市
店
に
送
る
。
魚
小
く
光
在
て
銀
魚
の
如
し
。

　

こ
の
資
料
の
項
目
名
は
「
鰯
漬
」
と
な
っ
て
お
り
、
説
明
文
の
中
で
は
「
鰯
胥
」

「
胥
鰯
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
製
法
に
つ
い
て
は
「
潮
（
塩
）
を
以
つ

て
之
を
製
す
」
と
塩
漬
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
塩
蔵
魚
な

の
か
発
酵
さ
せ
た
魚
醤

　（2）
な
の
か
そ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
。
手
が
か
り
に
な
る
の

は
「
鰯
胥
」
と
い
う
名
称
で
あ
る
。「
胥
」
と
は
本
来
、
肉
の
塩
漬
け
を
表
す
漢
字
で

あ
る
が

　（3）
、
塩
辛
一
般
も
「
胥
」
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
「
鰯
胥
」
＝
「
兵
庫
鰯
漬
」

と
は
イ
ワ
シ
を
塩
漬
け
し
て
発
酵
さ
せ
た
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
こ
と
で
あ
り
、「

干

小
鰯
」
は
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鰯

漬
に
つ
い
て
「
香
味
甚
美
」
と
味
だ
け
で
な
く
香
り
の
良
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
こ
と

も
、
こ
れ
が
独
特
の
臭
い
を
発
す
る
塩
辛
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

１　

『
摂
陽
群
談
』
に
見
え
る
「
兵
庫
鰯
漬
」
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こ
の
資
料
か
ら
は
イ
ワ
シ
の
塩
辛
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
原
材
料
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
。「
当
浦
の
漁
者
、
大
網
を
下
て

之
を
引
く
」
と
の
記
述
か
ら
、
原
材
料
と
な
っ
た
イ
ワ
シ
は
兵
庫
津
の
漁
師
が
大
網

を
引
い
て
獲
っ
た
魚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
流
通
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。

「
升
に
量
り
市
店
に
送
る
」
と
の
記
述
か
ら
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
余
っ
た
も
の
を

干
し
に
し
て
商
店
に
卸
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
鰯
漬
に
つ
い
て
は
商
品

と
し
て
販
売
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。「
余
る
所
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
の
で
、
販
売
と
は
異
な
る
本
来
の
製
造
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
製
品
の
サ
イ
ズ
・
形
状
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。「
升
に
量

り
」
と
の
記
述
か
ら
は
、

干
は
一
つ
ず
つ
数
え
る
よ
う
な
大
き
さ
で
は
な
く
、
升

に
盛
る
程
度
の
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
魚
小
く
」
と

い
う
記
述
や
「

干
小
鰯
」
と
い
う
名
称
も
、
そ
の
サ
イ
ズ
の
小
さ
さ
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
光
在
て
銀
魚
の
如
し
」
と
の
記
述
か
ら
は
イ
ワ
シ
の
光
沢
が

ま
だ
残
る
程
度
の
発
酵
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

浜
本
陣
と
は
西
国
諸
藩
と
特
別
の
関
係
を
有
し
そ
の
御
用
を
務
め
る
兵
庫
津
の
商

人
で
あ
り
、
参
勤
交
代
時
の
宿
所
の
提
供
、
藩
産
品
の
取
扱
い
等
の
業
務
を
お
こ
な

っ
て
い
た
。
こ
の
浜
本
陣
で
は
藩
主
等
へ
の
贈
答
用
に
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
作
ら
れ
て

い
た
。
中
谷
保
二
『
浜
本
陣
の
研
究
』
（4）
か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

【
資
料
２
】

浜
本
陣
の
い
づ
れ
の
家
に
於
て
も
毎
年
決
つ
て
そ
の
専
属
の
藩
主
へ
献
上
す
る
も
の

に
兵
庫
名
物
の
「
ヒ
シ
コ
」
と
い
は
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
鰯
の
シ
オ
カ
ラ

で
あ
っ
て
現
今
に
於
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
で
、
当
時
に
於
て
も
市
販
さ
れ
て

は
居
ら
な
か
っ
た
様
で
各
本
陣
に
於
て
作
り
、
樽
に
入
れ
て
献
上
し
た
も
の
だ
そ
う

で
、
伝
承
に
よ
る
と
、
其
製
法
は
和
田
崎
で
捕
れ
た
大
鰯
の
内
よ
り
吟
味
を
重
ね
て

そ
の
内
の
大
き
な
も
の
で
頭
と
尾
と
の
揃
う
た
も
の
を
選
び
出
し

型
に
四
斗
樽
の

底
に
塩
を
置
き
そ
の
上
に

形
に
並
べ
其
上
に
塩
を
置
い
て
順
次
重
ね
た
も
の
で
樽

の
上
に
軽
い
石
を
置
い
て
漬
け
、
や
が
て
、
そ
の
内
よ
り
首
尾
の
良
く
揃
つ
た
も
の

を
選
び
出
し
箱
に
入
れ
毎
年
献
上
し
た
も
の
で
、
土
用
を
も
越
す
と
称
さ
れ
兵
庫
独

特
の
珍
品
と
し
て
喜
ば
れ
た
も
の
と
伝
へ
ら
れ
る
。

　

こ
の
記
述
は
中
谷
氏
が
取
材
し
た
浜
本
陣
網
屋
惣
兵
衛
家
の
安
田
荘
右
衛
門
氏
か

ら
の
聞
き
書
き
と
思
わ
れ
る
。
安
田
荘
右
衛
門
氏
は
明
治
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
の
で

（5）
、
こ
の
情
報
は
安
田
氏
が
実
際
に
見
聞
し
た
も
の
で
は
な
く
、
網
屋
惣
兵
衛
家
に

伝
わ
っ
て
い
た
情
報
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
名
称
の
「
ヒ
シ
コ
」
で
あ
る
が
漢
字
で
は
「
鯷
」
と
書
く
。
ヒ
シ
コ
（
ヒ
シ

コ
イ
ワ
シ
）
は
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
別
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
原
材
料
と
な

っ
た
魚
種
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、
後
ほ
ど
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
鰯
の
シ
オ
カ
ラ
」
で
あ
る
と
断
わ
っ
て
お
り
、
後
の
記
述
か
ら
も
「
ヒ
シ
コ
」
が

資
料
１
の
「
鰯
漬
」
と
同
じ
イ
ワ
シ
の
塩
辛
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ

こ
の
「
ヒ
シ
コ
」
と
い
う
名
称
は
他
の
資
料
で
は
見
当
た
ら
ず
、
実
際
に
兵
庫
津
に

お
い
て
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
「
ヒ
シ
コ
」
と
呼
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

次
に
「
現
今
に
於
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
」
と
『
浜
本
陣
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ

た
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
頃
に
は
既
に
兵
庫
津
で
は
製
造
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
る
。
続
い
て
「
当
時
に
於
て
も
市
販
さ
れ
て
は
居
ら
な
か
っ
た
様
で

２　

中
谷
保
二
『
浜
本
陣
の
研
究
』
に
み
え
る
「
ヒ
シ
コ
」
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各
本
陣
に
於
て
作
り
、
樽
に
入
れ
て
献
上
し
た
」
と
、
藩
主
等
へ
の
献
上
品
と
し
て

浜
本
陣
で
自
製
し
た
も
の
で
、
市
販
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の

「
当
時
」
が
い
つ
の
こ
と
か
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
網
屋
惣
兵
衛
家
に
明
治
ま
で
伝

わ
る
話
な
の
で
そ
れ
ほ
ど
古
く
さ
か
の
ぼ
り
得
る
情
報
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

続
い
て
製
法
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
製
法
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳

し
く
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
記
述
内
容
だ
け
を
確
認
し
て
お
く
。
使
う
魚
は

「
和
田
崎
で
捕
れ
た
大
鰯
」
で
あ
る
。
和
田
崎
は
兵
庫
津
の
南
部
で
あ
る
。
こ
の

「
和
田
崎
」
が
兵
庫
津
内
の
漁
師
町
で
あ
り
浜
本
陣
網
屋
惣
兵
衛
家
の
所
在
地
で
あ

っ
た
和
田
崎
町
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
和
田
岬
近
辺
の
海
域
を
さ
す
の
か
は
ど
ち
ら

と
も
取
れ
る
の
で
、
兵
庫
津
の
南
部
で
取
れ
た
イ
ワ
シ
を
示
す
と
の
理
解
で
と
ど
め

て
お
く
。
「
大
鰯
」
と
い
う
の
も
解
釈
の
難
し
い
語
で
あ
る
。
単
に
サ
イ
ズ
の
大
き

な
イ
ワ
シ
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
マ
イ
ワ
シ
と
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
大

鰯
・
小
鰯
と
呼
び
分
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
再
度
検

討
す
る
。
漬
け
方
は
、
イ
ワ
シ
を
四
斗
樽
の
中
に
塩
と
と
も
に
入
れ
重
石
を
か
け
る
。

漬
け
込
む
期
間
に
つ
い
て
言
及
は
な
い
。
完
成
す
る
と
形
の
良
い
も
の
を
選
ん
で
、

箱
に
入
れ
て
献
上
し
た
。
こ
の
「
箱
に
入
れ
た
」
と
い
う
の
は
先
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
「
樽
に
入
れ
て
献
上
し
た
」
と
の
記
述
と
一
致
し
な
い
。
最
後
に
「
土
用
を
も
こ

す
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
保
存
性
が
良
い
の
も
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
『
浜
本
陣
の
研
究
』
で
は
記
述
を
裏
付
け
る
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
兵

庫
津
南
浜
で
福
岡
藩
等
の
浜
本
陣
を
営
ん
で
い
た
絵
屋
（
鷹
見
）
右
近
右
衛
門
家
に

伝
わ
る
文
書
（6）
の
中
に
イ
ワ
シ
の
塩
辛
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

【
資
料
３
】
黒
田
美
作
（
一
利
）
書
状　

御
状
令
被
見
候
、
弥
御
無
異
之
旨
珍
重
存
候
、
如
仰
拙
者
儀
先
達
而
江
府
発
足
、
去

ル
廿
二
日
有
馬
相
越
、
今
程
緩
々
令
入
湯
候
、
少
々
相
応
之
様
相
覚
大
慶
存
事
候
、

殊
更
蚫
一
折
并
鰯
塩
辛
一
壺
御
越
之
遠
路
、
入
御
念
候
段
過
分
之
至
存
候
、
不
閣
進

賞
翫
候
、
猶
近
々
其
表
打
越
、
期
御
面
可
申
承
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒　

田　

美　

作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
利
（
花
押
）

　
　
　

三
月
廿
六
日　

　
　

鷹
見
右
近
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　

御
報

福
岡
藩
家
老
を
勤
め
た
黒
田
一
利
（
一
六
七
二
〜
一
七
五
〇
）
が
有
馬
温
泉
に
滞

在
中
、
絵
屋
（
鷹
見
）
右
近
右
衛
門
が
ア
ワ
ビ
と
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
贈
っ
た
こ
と
へ

の
礼
状
で
あ
る
。
年
号
は
入
ら
な
い
が
、
一
八
世
紀
前
半
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

日
付
は
三
月
二
六
日
で
あ
る
。
塩
辛
は
「
一
壺
」
と
い
う
単
位
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、

壺
に
入
っ
て
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

福
岡
藩
等
、
絵
屋
右
近
右
衛
門
家
が
御
用
を
務
め
た
藩
と
の
贈
答
に
関
す
る
記
録

を
ま
と
め
た
覚
書
で
あ
る
「
夫
易
録
」
に
イ
ワ
シ
の
塩
辛
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
資
料
四
〜
六
）

【
資
料
４
】

一
毎
年
鰯
塩
辛
、
福
岡　

太
守
様
へ
三
升
入
献
上
、
書
状
前
之
通
御
参
府
之
年
ハ
不

入

３　

絵
屋
（
鷹
見
）
右
近
右
衛
門
家
文
書
に
見
え
る
「
鰯
塩
辛
」
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一
御
家
中　

御
家
老
中
・
御
用
勤
・
御
執
権
・
御
用
人
・
御
目
付
頭
・
町
奉
行
・
郡

奉
行
・
御
舩
手
頭
衆
・
浦
御
奉
行
、
右
之
衆
中
へ
遣
ス
、
家
老
中
へ
ハ
三
升
入
、
其

外
ハ
弐
升
入
、
右
塩
辛
大
桶
ニ
入
田
尻
彦
右
衛
門
殿
方
へ
相
頼
遣
ス
、
塩
辛
凡
七
斗

程
遣
ス
、
小
桶
ハ
皮
方
ニ
而
相
調
も
ら
い
候
、
為
代
銀
新
銀
子
三
拾
匁
計
遣
ス

 

こ
れ
は
福
岡
藩
へ
の
献
上
品
に
つ
い
て
の
覚
え
で
あ
る
。
前
後
の
文
書
の
並
び
か

ら
享
保
以
前
の
も
の
と
推
定
す
る
。
福
岡
藩
主
に
は
毎
年
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
三
升
献

上
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
藩
役
人
衆
に
も
二
升
か
ら
三
升
の
塩
辛
を
献
上
し
て
い
る
。

藩
役
人
分
の
塩
辛
は
小
桶
に
は
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
大
桶
に
入
れ
て
送
っ
て
い
る
。

塩
辛
の
総
量
は
約
七
斗
（
約
一
二
六
ℓ
）
に
な
る
。
田
尻
彦
右
衛
門
は
大
坂
蔵
屋
敷

駐
在
の
藩
役
人
で
あ
ろ
う
。

【
資
料
５
】

　
一
筑
州
少
将
様
ゟ
江
戸
表　

御
前
様
へ
被
進
候
ニ
付
、
兵
庫
鰯
塩
辛
一
壺
仕
立
、
御

屋
鋪
へ
差
出
候
様

大
坂
両
御
奉
行
様
ゟ
被
仰
付
候
旨
、
文
右
衛
門
ゟ
申
来
候
故
仕
立
、
二
月
九
日
大
坂

御
屋
鋪
へ
差
出
候
、
仕
立
様
左
之
通

　

壱
升
入
白
壺
箱
入
壺
口
し
つ
く
い
壺
は
た
ワ
ら
ニ
て
詰
而
、
外
七
嶋
二
重
包
青
細

引
か
ら
け
随
分
入
念
事
、
箱
紙
袋
き
せ　

但
し
兵
庫
鰯
塩
辛
と
書
差
札
添
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
た
て

　
　
　
　
　

箱
書
付　
　

鰯
塩
辛　

小
な
す
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
う
か

 

こ
れ
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
二
月
九
日
の
日
付
が
あ
る
。
筑
州
少
将
様
か
ら

江
戸
の
御
前
様
へ
贈
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
用
意
し
た
時
の
覚
書
き
で
あ
る
。
筑
州
少

将
様
は
御
隠
居
様
と
い
う
注
記
が
あ
る
の
で
、
当
時
の
福
岡
藩
隠
居
黒
田
継
高
（
一

七
〇
三
〜
一
七
七
五
）、
御
前
様
は
継
高
室
の
圭
光
院
（
一
七
〇
八
〜
一
七
七
八
）
で

あ
る
。「
御
屋
敷
」
は
後
続
の
文
か
ら
「
大
坂
御
屋
敷
」
＝
大
坂
蔵
屋
敷
の
こ
と
で
あ

る
。「
大
坂
両
奉
行
」
は
大
坂
蔵
屋
敷
駐
在
の
勘
定
奉
行
と
蔵
本
奉
行
の
こ
と

　（7）
、

文
右
衛
門
は
蔵
屋
敷
と
浜
本
陣
の
取
次
を
行
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
敬
称
が
な
い

の
で
町
人
で
あ
ろ
う
。

 

口
を
漆
喰
で
固
め
た
一
升
入
り
の
白
壺
を
箱
に
入
れ
、
こ
れ
を
俵
に
詰
め
外
側
を

七
島
藺
の

で
二
重
に
巻
き
紐
で
し
ば
る
と
い
う
厳
重
な
梱
包
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
兵
庫
産
の
品
物
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
「
兵
庫
鰯
塩
辛
」
と
書
い
た
差

札
を
付
け
て
い
る
が
、
箱
書
き
に
は
「
鰯
塩
辛
」
と
だ
け
書
か
れ
る
。
帆
立
、
小
茄

子
、
生
姜
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
塩
辛
の
添
え
物
と
し
て
同
送
し
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
が
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

【
資
料
６
】

安
永
三
年
午

一
三
月
四
日
筑
州
様
当
初
御
泊
之
節
、
御
酒
御
吸
物
父
子
へ
被
下
置
候

一
筑
前
御
隠
居
様
ゟ
少
将
様
ゟ
江
戸
御
前
様
へ
被
進
候
ニ
付
、
又
々
兵
庫
鰯
塩
辛
被

仰
付
候
、
先
達
之
通
候
様
大
坂
御
屋
敷
へ
差
出
候
、
御
屋
鋪
ゟ
申
来
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
立
先
達
之
通

　
　
　
　
　

午

　
　
　
　
　
　

二
月
五
日

御
隠
居
様
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こ
れ
も
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
黒
田
継
高
か
ら
江
戸
の
圭
光
院
に
贈
る
イ
ワ

シ
の
塩
辛
を
用
意
し
た
時
の
覚
え
で
あ
る
。「
又
々
」、「
先
達
之
通
」
と
い
う
表
記
が

あ
り
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
江
戸
へ
送
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

以
上
四
つ
の
資
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
呼
び
名
、
献
上
先
、

献
上
用
の
容
器
、
献
上
品
の
送
付
方
法
、
献
上
す
る
季
節
、
の
五
点
で
あ
る
。
ま
ず

名
称
で
あ
る
が
、
絵
屋
右
近
右
衛
門
家
で
は
「
鰯
塩
辛
」
と
い
う
名
称
の
み
用
い
ら

れ
て
い
る
。
先
の
資
料
に
あ
っ
た
「
鰯
漬
」
や
「
ヒ
シ
コ
」
と
い
っ
た
名
称
は
使
用

し
て
い
な
い
。
産
地
を
冠
す
る
場
合
は
「
兵
庫
鰯
塩
辛
」
と
な
る
。
献
上
先
は
『
浜

本
陣
の
研
究
』
で
は
藩
主
と
さ
れ
て
い
た
が
、
資
料
３
か
ら
絵
屋
右
近
右
衛
門
家
で

は
福
岡
藩
主
だ
け
で
な
く
、
藩
役
人
に
も
毎
年
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
献
上
し
て
い
た
。

献
上
用
の
容
器
は
桶
が
使
用
さ
れ
、
特
別
な
場
合
は
壺
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
浜

本
陣
の
研
究
』
で
は
樽
や
箱
と
な
っ
て
お
り
相
違
が
あ
る
が
、
浜
本
陣
ご
と
に
違
い

が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
。
献
上

品
は
大
坂
蔵
屋
敷
を
経
由
し
て
江
戸
や
福
岡
に
送
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
各
藩
に

お
い
て
兵
庫
津
浜
本
陣
と
日
常
的
に
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
が
大
坂
蔵
屋
敷
で
あ
っ

た
た
め
だ
ろ
う
。
最
後
に
献
上
す
る
季
節
で
あ
る
が
、
資
料
三
・
五
・
六
の
献
上
時

期
は
二
月
か
ら
三
月
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
製
造
時
期
、
熟
成
期
間
と

関
係
す
る
こ
と
な
の
で
、
後
ほ
ど
改
め
て
検
討
す
る
。

 

（
１
）
現
代
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛

　

こ
こ
ま
で
見
た
資
料
か
ら
、
こ
の
食
品
が
兵
庫
津
で
獲
れ
た
イ
ワ
シ
を
樽
に
塩
漬

け
し
て
発
酵
さ
せ
た
魚
醤
の
一
種
で
あ
り
、
兵
庫
津
の
浜
本
陣
に
お
い
て
献
上
用
に

製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
庫
津
に
お
け
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
製
造
は
、
浜

本
陣
が
そ
の
役
割
を
失
う
明
治
時
代
に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
食
品
で
あ
っ
た
の
か
詳
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
た
め
現
代
の
塩
辛
や
伝
統
食
の
聞
き
書
き
を
も
と
に
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

現
代
、
日
本
国
内
に
お
い
て
販
売
さ
れ
て
い
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
多
く
が
、
メ
ル

チ
ー
ジ
ョ
ッ
と
呼
ば
れ
る
韓
国
製
の
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
塩
辛
で
あ
る
。
日
本
国
内

で
製
造
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
入
手
困
難
な
珍
味
と
な
っ
て
い

る
。
各
地
で
漁
業
者
が
自
製
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
市
販
さ
れ
て
い
る

も
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
長
崎
県
雲
仙
市
産
の
も
の
、
愛
媛
県

伊
予
市
産
の
も
の
程
度
で
あ
る
。

 

今
回
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
知
る
た
め
、

長
崎
県
雲
仙
産
の
も
の
を
取
り
寄
せ
そ
の
形
状
と
食
味
に
つ
い
て
観
察
を
お
こ
な
っ

た
。
商
品
名
は
「
エ
タ
リ
の
塩
辛
」
で
あ
る
。
エ
タ
リ
と
は
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
地

方
名
で
あ
り
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
長
崎
県
の
橘
湾
で
獲
れ
た
も
の
で
あ
る
。
容

量
一
八
〇
㎖
の
小
さ
な
ガ
ラ
ス
容
器
に
一
八
九
ｇ
の
塩
辛
が
入
っ
て
い
る
。
魚
の
大

き
さ
は
一
二
㎝
程
度
、
重
さ
は
四
〜
五
ｇ
、
一
瓶
に
約
四
〇
匹
の
魚
が
入
る
。
発
酵

が
進
ん
で
い
る
た
め
身
が
や
や
崩
れ
て
い
る
が
魚
の
形
は
保
た
れ
て
お
り
、
カ
タ
ク

チ
イ
ワ
シ
の
銀
色
の
光
沢
が
残
る
。
食
感
は
柔
ら
か
く
骨
の
ま
ま
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
口
に
入
れ
る
と
強
い
塩
味
と
発
酵
に
よ
る
臭
味
を
感
じ
る
が
、
少
量
で
あ
れ

ば
さ
ほ
ど
強
い
ク
セ
は
感
じ
な
い
。
た
だ
食
味
の
感
想
は
個
人
差
が
大
き
い
と
思
う

の
で
、
こ
れ
を
美
味
と
感
じ
る
か
ど
う
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

製
造
方
法
は
販
売
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

　（8）
。
ま
ず
鮮

度
の
良
い
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
海
水
で
洗
い
、
容
積
比
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
塩

４　

イ
ワ
シ
の
塩
辛
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
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を
ま
ぶ
し
て
樽
に
入
れ
、
一
晩

以
上
置
い
て
水
が
あ
が
る
の
を

待
つ
。
こ
の
上
に
藁
を
敷
い
て

重
石
を
の
せ
一
ヶ
月
程
度
置
く
。

藁
を
敷
く
と
風
味
が
良
く
な
る

と
の
こ
と
。
漬
け
込
む
の
は
秋

の
彼
岸
前
後
だ
が
、
近
年
は
こ

の
時
期
に
適
当
な
サ
イ
ズ
の
カ

タ
ク
チ
イ
ワ
シ
が
と
れ
な
い
の

で
、
一
二
月
か
ら
二
月
頃
に
漬

け
込
む
が
、
そ
の
場
合
は
熟
成

に
二
ヶ
月
か
ら
三
ヶ
月
要
す
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
製
造
方
法
で
あ
る
。

（
２
）
伝
統
食
の
調
査
事
例
に
見
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛

　

日
本
全
国
の
伝
統
食
に
関
す
る
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
『
日
本
の
食
生
活
全
集
』

に
イ
ワ
シ
の
塩
辛
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
。
兵
庫
県
内
の
事
例
と
し
て
は
淡
路
と

明
石
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
採
録
さ
れ
て
い
る

　（9）
。
淡
路
（
現
南
あ
わ
じ
市
か
）
の
事

例
の
原
材
料
は
地
元
で
ジ
ャ
コ
と
呼
ば
れ
る
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
で
あ
る
。
秋
の
九
月

頃
に
一
日
寝
か
せ
た
イ
ワ
シ
を
壺
に
入
れ
、
イ
ワ
シ
の
量
の
二
割
く
ら
い
の
塩
を
ま

ぶ
し
て
密
封
し
重
石
を
置
く
。
二
〇
日
く
ら
い
で
発
酵
し
熟
成
す
る
。
明
石
（
林
崎

か
）
の
事
例
も
原
材
料
は
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
で
あ
る
。
洗
っ
た
イ
ワ
シ
を
丸
ご
と
、

イ
ワ
シ
一
升
に
一
合
く
ら
い
（
重
量
比
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
）
の
塩
を
ま
ぶ
し
な

が
ら

に
漬
け
込
む
。
一
番
上
は
塩
を
多
め
に
し
て
、
竹
の
皮
で
お
さ
え
押
し
ふ
た

を
し
て
重
石
を
置
く
。
水
が
あ
が
っ
て
く
る
ま
で
そ
の
ま
ま
置
き
熟
成
さ
せ
る
。
仕

込
み
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
イ
ワ
シ
の
漁
期
が
八
〜
一
〇
月
頃
な
の
で
秋
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
他
、
石
毛
直
道
に
よ
る
魚
醤
の
調
査
事
例

　（10）
に
も
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
あ
る
。

こ
れ
は
愛
媛
県
宇
和
島
市
の
日
振
島
の
も
の
で
あ
り
、
原
材
料
は
長
さ
一
五
〜
一
八

㎝
の
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
。
塩
の
量
は
重
量
比
で
二
五
か
ら
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
。
一
斗

樽
か
四
斗
樽
に
漬
け
込
み
重
石
を
置
く
。
秋
に
漬
け
込
み
、
一
ヶ
月
以
上
熟
成
さ
せ

て
か
ら
食
す
。

（
３
）
兵
庫
津
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
姿

　

こ
こ
に
あ
げ
た
昭
和
期
か
ら
現
代
ま
で
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
原
材
料
、
製
法
は
わ

ず
か
な
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
ま
ず
原
材
料
は
全
て
カ
タ
ク

チ
イ
ワ
シ
で
あ
る
。
製
法
は
イ
ワ
シ
の
量
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
の
塩
を
ま
ぶ
し
、

樽
や

に
漬
け
込
み
重
石
を
置
く
。
漬
け
込
む
の
は
秋
で
熟
成
期
間
は
一
ヶ
月
程
度

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
と
『
浜
本
陣
の
研
究
』
で
中
谷
氏
が
紹
介
し
た
兵
庫
津
に

お
け
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
比
較
す
る
と
、
大
き
な
容
器
に
塩
と
イ
ワ
シ
を
漬
け
込
み
、

重
石
を
置
い
て
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
製
法
自
体
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ

う
に
藩
主
等
へ
の
献
上
が
旧
暦
の
二
月
、
三
月
な
の
で
、
秋
に
漬
け
込
み
熟
成
期
間

を
お
い
て
献
上
し
た
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。
兵
庫
津
が
何
か
特
別
な
製
法
を
採
用

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
塩
辛
自
体
は
日
本
各
地
で
伝
統
的
に
漁
業
者
た
ち
が
製

造
し
て
い
た
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
兵
庫
津
で
は
『
浜
本
陣

の
研
究
』
に
あ
る
よ
う
に
、
大
き
め
の
イ
ワ
シ
を
使
用
し
形
の
よ
く
そ
ろ
っ
た
も
の

を
選
別
し
て
献
上
し
て
い
る
の
で
、
漁
業
者
が
自
己
消
費
を
目
的
と
し
て
製
造
す
る

塩
辛
よ
り
も
品
質
の
面
で
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
推
定
は
可
能
で
あ
る
。

イワシの塩辛
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（
１
）
イ
ワ
シ
の
種
類

 

昭
和
期
か
ら
現
代
ま
で
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
は
全
て
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
原
材
料
と

し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
兵
庫
津
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
も
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
原
材
料
と

し
て
い
た
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
期
の
資
料
で
は
「
鰯
」
と
表
記
さ
れ

る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
マ
イ
ワ
シ
な
の
か
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
な
の
か
判
断
が
で
き

な
い
。
唯
一
魚
種
を
推
定
す
る
手
が
か
り
は
『
浜
本
陣
の
研
究
』
の
中
谷
氏
に
よ
る

聞
き
書
き
で
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
「
ヒ
シ
コ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
で

あ
る
。
ヒ
シ
コ
は
ヒ
シ
コ
イ
ワ
シ
の
こ
と
で
あ
り
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
別
名
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
も
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
「
ヒ
シ
コ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
確
証
が

な
い
。
一
方
同
じ
中
谷
氏
の
聞
き
書
き
の
中
で
、「
和
田
崎
で
捕
れ
た
大
鰯
」
を
素

材
に
し
て
い
る
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
こ
れ
が
サ
イ
ズ
の
大
き
な
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ

の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
マ
イ
ワ
シ
の
こ
と
な
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
先
に
見
た

よ
う
に
『
摂
陽
群
談
』
に
あ
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
干
物
で
あ
る

干
小
鰯
が
か
な
り

サ
イ
ズ
の
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
原
材
料
は

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
マ
イ
ワ
シ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

（
２
）
イ
ワ
シ
の
産
地

　

塩
辛
に
使
用
さ
れ
た
イ
ワ
シ
の
産
地
に
つ
い
て
は
、『
摂
陽
群
談
』『
浜
本
陣
の
研
究
』

と
も
兵
庫
津
の
漁
師
が
獲
っ
た
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
者
で
は
「
和
田

崎
」
と
具
体
的
な
場
所
が
示
さ
れ
て
い
る
。
兵
庫
津
で
イ
ワ
シ
が
獲
れ
た
か
ど
う
か

資
料
で
確
か
め
て
み
よ
う
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
『
兵
庫
県
漁
業
慣
行

録
』
神
戸
区

　（11）
に
産
出
す
る
水
産
物
と
し
て
イ
ワ
シ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
イ
ワ
シ

は
五
月
、
七
月
に
孵
化
し
、
小
さ
い
も
の
を
「
と
ろ
め
ん
」
と
い
い
、
百
日
で
約
二

寸
五
分
、
重
さ
約
四
匁
に
成
長
し
、
二
年
で
約
四
寸
、
重
さ
五
十
目
に
な
る
こ
と
、

漁
期
は
六
月
か
ら
十
月
で
九
月
が
い
ち
ば
ん
良
い
時
期
で
あ
る
こ
と
、
漁
場
は
「
和

田
岬
字
一
本
松
よ
り
生
田
川
ま
で
の
沿
岸
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
ワ

シ
を
捕
獲
す
る
た
め
の
漁
具
は
兵
庫
港
に
鰯
地
曳
網
（
一
名
瓢
箪
網
）
が
十
五
畳
あ

る
。
ま
た
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
の
『
兵
庫
県
漁
具
図
解
』

　（12）
に
は
和
田
崎
の

鰮
沖
引
網
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
明
治
期
に
兵
庫
津
で
地
曳
網

や
沖
引
網
に
よ
る
イ
ワ
シ
漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

江
戸
時
代
の
状
況
に
つ
い
て
は
漁
業
関
係
の
船
数
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
御

巡
見
之
節
心
得
の
た
め
諸
事
書
上
」

　（13）
に
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
兵
庫
津
方
角

別
の
船
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
漁
業
関
係
の
船
に
は
網
船
、
漁
船
、

小
漁
船
の
三
種
類
が
あ
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
「
兵
庫
津
諸
船
の
稼
方
仕

来
に
つ
き
口
上
書
」

　（14）
の
説
明
に
よ
る
と
、
網
船
は
漁
の
時
に
網
を
積
み
込
む
船
、

漁
船
は
釣
縄
を
積
ん
で
他
国
ま
で
漁
に
行
く
船
、
小
漁
船
は
釣
縄
を
積
ん
で
近
在
で

漁
を
す
る
船
で
あ
る
。
和
田
崎
が
属
す
る
南
浜
の
漁
業
関
係
の
船
は
漁
船
五
一
艘
・

小
漁
船
六
七
艘
と
釣
漁
に
従
事
す
る
船
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
網
船
も
三
艘
あ
り
網

漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
網
船
は
北
浜
の
方
が
一
〇
艘
と

多
く
、
網
漁
は
北
浜
の
方
が
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
イ
ワ
シ
の

漁
獲
量
は
北
浜
の
方
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、『
浜
本
陣
の
研
究
』
で
中
谷
氏

が
取
材
し
た
浜
本
陣
網
屋
惣
兵
衛
家
が
和
田
崎
町
に
あ
る
た
め
近
隣
で
あ
が
る
イ
ワ

シ
を
使
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
他
尼
崎
藩
領
時
代
か
ら
南
浜
の
波
打
ち
際

か
ら
岡
へ
十
五
間
は
、
網
引
と
漁
師
の
作
業
場
と
し
て
除
地
に
な
っ
て
い
る
の
で

　（15）
、

一
八
世
紀
中
葉
以
前
か
ら
南
浜
で
地
曳
網
が
操
業
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

５　

原
材
料
と
な
っ
た
イ
ワ
シ
の
種
類
と
産
地
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た
大
坂
雑
喉
場
魚
市
場
の
魚
屋
神
平
の
顧
客
名
簿
『
諸
国
客
方
控
』『
諸
国
客
方
帳
』

　（16）
に
は
、
天
保
年
間
に
兵
庫
津
か
ら
イ
ワ
シ
が
持
ち
込
ま
れ
た
記
載
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
間
接
的
な
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
兵
庫
津
で
は
一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
ま
で
イ
ワ
シ
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
塩
辛
で
使
用
さ
れ
た

イ
ワ
シ
が
全
て
和
田
崎
産
と
は
言
え
な
い
が
、
北
浜
・
南
浜
も
含
め
た
兵
庫
津
の
漁

師
が
獲
っ
た
イ
ワ
シ
が
原
材
料
に
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

（
１
）
浜
本
陣
の
献
上
品
と
な
っ
た
理
由

　

兵
庫
津
に
お
け
る
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
初
見
は
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
『
摂

陽
群
談
』
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
い
つ
か
ら
兵
庫
津
で
塩
辛
を
作
り
は
じ
め
た
の
か
わ

か
る
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
イ
ワ
シ
の
塩
辛
は
現
在
も
各
地
の
郷
土
料

理
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
季
節
性
を
も
っ
て
大
量
に
漁
獲
で
き
る
イ

ワ
シ
を
長
期
保
存
す
る
た
め
に
製
造
さ
れ
た
素
朴
な
加
工
食
品
で
あ
る
。
素
材
は
イ

ワ
シ
と
塩
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、
基
本
的
に
は
新
鮮
な
イ
ワ
シ
が
手
に
入
る

漁
村
で
漁
業
者
が
自
製
し
自
家
消
費
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
江
戸
期
の
兵
庫
津
の

浜
本
陣
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
水
産
加
工
物
が
献
上
品
と
し
て
選
ば
れ
た
の

か
。
そ
れ
に
は
浜
本
陣
の
出
自
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

兵
庫
の
浜
本
陣
は
十
二
軒
（
幕
末
ま
で
存
続
し
た
の
は
九
軒
）
あ
る
が
、
こ
の
う

ち
「
網
屋
」
と
い
う
屋
号
を
名
乗
る
の
は
網
屋
新
九
郎
家
、
網
屋
惣
兵
衛
家
、
網
屋

佐
左
衛
門
家
、
網
屋
吉
右
衛
門
家
、
網
屋
三
太
夫
家
の
五
軒
あ
る

　（17）
。
兵
庫
津
に
お

い
て
「
網
屋
」
の
屋
号
は
魚
屋
や
漁
師
に
多
く
、
網
を
使
用
す
る
漁
師
と
の
近
い
関

係
を
想
起
さ
せ
る

　（18）
。
浜
本
陣
の
由
緒
を
確
認
す
る
と
、
網
屋
新
九
郎
家
の
祖
善
通

は
漁
を
す
る
浜
の
近
辺
に
住
み
、
岡
山
藩
主
池
田
光
政
遭
難
の
際
は
漁
師
を
動
員
し

て
漁
船
で
救
援
に
向
か
っ
て
い
る
。
漁
師
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
漁
師
を
統

括
す
る
有
力
者
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

　（19）
。
網
屋
惣
兵
衛
家
の
祖
新
左
衛
門
は
元
武
士

で
あ
っ
た
が
、
南
浜
の
草
分
け
で
あ
っ
た
網
元
の
漁
師
新
左
の
婿
と
な
り
そ
の
家
業

を
継
い
だ
と
伝
え
ら
れ
る

　（20）
。
各
家
の
伝
承
で
は
あ
る
が
、
浜
本
陣
の
家
祖
は
漁
業

者
も
し
く
は
漁
業
者
に
近
い
関
係
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

一
七
世
紀
の
浜
本
陣
成
立
期
に
彼
ら
兵
庫
津
の
漁
業
関
係
者
の
家
で
自
製
し
て
い

た
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
、
兵
庫
津
名
物
の
起
源
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
網
屋
新
九
郎
家

で
は
岡
山
藩
主
池
田
光
政
救
援
の
際
、
手
製
の
餅
を
献
上
し
て
以
来
、
餅
を
献
上
す

る
こ
と
が
恒
例
に
な
っ
て
い
る

　（21）
。
イ
ワ
シ
の
塩
辛
も
こ
の
餅
と
同
じ
よ
う
に
、
浜

本
陣
成
立
の
初
期
の
段
階
に
献
上
し
た
も
の
が
恒
例
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。

（
２
）
兵
庫
津
を
代
表
す
る
魚
が
イ
ワ
シ
で
あ
る
理
由

　

兵
庫
津
で
は
『
摂
津
名
所
図
会
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
兵
庫
生
洲
の
存
在
や
、
宝

暦
度
朝
鮮
通
信
使
受
入
の
記
録
で
あ
る
『
朝
鮮
人
御
用
覚
日
記
』
に
列
挙
さ
れ
て
い

る
兵
庫
津
で
入
手
で
き
る
魚
の
種
類
が
示
す
よ
う
に

　（22）
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
タ
イ

や
ス
ズ
キ
な
ど
の
高
級
魚
が
容
易
に
入
手
で
き
た
。
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
自
製
し
て
献

上
し
て
い
た
浜
本
陣
絵
屋
右
近
右
衛
門
家
で
も
、
タ
イ
な
ど
の
高
級
魚
を
度
々
献
上

し
て
い
る

　（23）
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
イ
ワ
シ
と
い
う
庶
民
的
で
安
価
な
魚
が
献
上
さ
れ

続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
想
定
し
た
初
期
の
献
上
品
の
恒
例
化
だ
け
で
は
、
イ
ワ

シ
の
塩
辛
が
兵
庫
名
物
と
し
て
世
間
に
認
識
さ
れ
続
け
た
理
由
を
十
分
に
は
説
明
で

き
な
い
。
イ
ワ
シ
が
「
兵
庫
」
の
ブ
ラ
ン
ド
を
冠
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
イ
ワ
シ
が

兵
庫
津
を
象
徴
す
る
魚
で
あ
る
と
の
認
識
が
江
戸
時
代
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

６　

な
ぜ
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
兵
庫
津
名
物
に
な
っ
た
の
か
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あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
認
識
の
形
成
に
は
『
摂
陽
群
談
』
に
「
兵
庫
鰯
漬
」
の
名
が

現
わ
れ
る
元
禄
期
以
前
、
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
に
お
け
る
兵
庫
津
水
産
業
の
状
況
が

深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
　
　

　

一
七
世
紀
後
半
、
天
和
・
貞
享
年
間
の
兵
庫
津
に
は
四
七
六
艘
の
漁
船
が
あ
り
、

こ
れ
は
西
摂
津
で
は
尼
崎
の
五
八
一
艘
に
次
ぐ
数
で
あ
っ
た

　（24）
。
し
か
し
漁
業
関
係

の
船
数
は
一
八
世
紀
末
に
は
一
三
〇
艘
ま
で
減
少
す
る

　（25）
。
ま
た
寛
永
一
二
年
（
一

六
三
五
）
か
ら
生
魚
に
代
わ
っ
て
銀
八
貫
目
を
尼
崎
藩
に
上
納
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

一
八
世
紀
以
降
度
々
減
額
を
嘆
願
す
る
な
ど
上
納
銀
の
工
面
に
苦
し
ん
で
い
る

　（26）
。

こ
れ
は
一
七
世
紀
が
兵
庫
津
に
お
け
る
漁
業
の
最
盛
期
で
あ
り
、
一
八
世
紀
以
降
は

こ
の
時
点
で
の
実
績
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
上
納
銀
を
納
め
る
ほ
ど
に
は
漁
業
が
振

る
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
兵
庫
津
の
漁
業
は
一
七
世
紀
が
最
盛
期
で
あ
り
、
そ
の
後
は
不
漁
の

た
め
衰
退
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
浜
本
陣
で
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
献
上
品
と
し
て
確
立

す
る
時
期
は
ま
さ
に
兵
庫
津
漁
業
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
漁
獲
の
内
訳
は

わ
か
ら
な
い
の
で
イ
ワ
シ
が
兵
庫
津
を
代
表
す
る
魚
で
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
証
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
マ
イ
ワ
シ
に
つ
い
て
は
一
六
五
一
年
を
ピ
ー
ク
年
と
す
る

豊
漁
期
が
あ
り

　（27）
漁
獲
量
の
増
加
が
想
定
で
き
る
。
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
漁
獲
量
は

マ
イ
ワ
シ
と
逆
位
相
を
呈
す
る
の
で

　（28）
、
一
六
七
〇
年
を
底
と
す
る
マ
イ
ワ
シ
の
不

漁
期
に
漁
獲
量
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
。
兵
庫
津
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
原
材
料
が
マ

イ
ワ
シ
で
あ
れ
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
で
あ
れ
一
七
世
紀
に
イ
ワ
シ
の
豊
漁
期
が
あ
り
、

そ
の
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
き
っ
か
け
と
し
て
イ
ワ
シ
が
兵
庫
津
を
代
表
す
る
魚
と

し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
か
。
一
八
世
紀
以
降
、
タ
イ
や
ス
ズ
キ
な
ど
の

高
級
魚
が
魚
買
船
に
よ
っ
て
他
所
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
地
付
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
名
物
魚
の
地
位
は
、
か
つ
て
の
豊
漁
の
記
憶
を
伴
う

イ
ワ
シ
が
保
持
し
続
け
た
。
状
況
証
拠
か
ら
の
推
論
を
重
ね
た
が
、
以
上
が
イ
ワ
シ

の
塩
辛
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
兵
庫
津
名
物
で
あ
っ
た
理
由
だ
と
考
え
る
。

　

最
後
に
兵
庫
津
名
物
・
イ
ワ
シ
の
塩
辛
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
結
果
を
ま

と
め
て
お
く
。

一　
『
摂
陽
群
談
』
に
あ
る
兵
庫
鰯
漬
は
イ
ワ
シ
の
塩
辛
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

鰯
を
樽
に
塩
漬
け
し
て
熟
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
製
法
は
現
代
の
塩
辛
や
魚
醤
と
同

じ
で
あ
る
。
特
別
な
も
の
で
は
な
く
古
く
か
ら
漁
村
で
作
ら
れ
て
き
た
塩
辛
で
あ
る
。

二　

浜
本
陣
が
藩
主
等
に
献
上
し
た
兵
庫
鰯
塩
辛
も
鰯
漬
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
塩

辛
は
自
製
で
あ
り
、
献
上
に
際
し
て
は
小
桶
や
壺
に
入
れ
、
大
坂
蔵
屋
敷
を
経
由
し

て
藩
主
や
藩
役
人
に
送
っ
た
。

三　

原
材
料
は
兵
庫
津
で
獲
れ
た
イ
ワ
シ
を
使
用
し
た
。
イ
ワ
シ
の
種
類
は
カ
タ
ク

チ
イ
ワ
シ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
マ
イ
ワ
シ
の
可
能
性
も
あ
る
。

四　

イ
ワ
シ
の
塩
辛
が
兵
庫
津
名
物
に
な
っ
た
の
は
、
浜
本
陣
成
立
期
で
あ
る
一
七

世
紀
に
お
け
る
漁
業
の
盛
況
と
イ
ワ
シ
の
豊
漁
を
背
景
と
す
る
。
こ
の
時
期
に
漁
師

な
い
し
は
漁
師
と
関
係
の
深
い
有
力
者
を
ル
ー
ツ
と
す
る
浜
本
陣
が
成
立
し
、
自
家

製
の
イ
ワ
シ
の
塩
辛
を
献
上
し
た
こ
と
が
名
物
と
な
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
少
な
い
資
料
か
ら
の
推
論
が
多
く
な
っ
た
が
、
イ
ワ
シ
の
塩
辛
が

か
つ
て
兵
庫
津
名
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
い
つ
の
日
か
こ
れ
が
名
物
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に
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天
保
二
年
五
月
十
三
日　

貝
屋
久
三
郎
・
鍋
屋
伊
兵
衛
、
同
年
五
月
十
五
日　

兵
庫

川
崎
の
網
屋
松
兵
衛
、
同
年
五
月
十
八
日　

兵
庫
川
崎
の
網
屋
吉
兵
衛
、
天
保
四
年

五
月
二
十
四
日　

兵
庫
川
崎
の
音
次
郎
・
奈
良
屋
幸
次
郎

（17）　

註
（4）
文
献
に
よ
る
。

（18）　

註
（16）
文
献
の
「
諸
国
客
方
帳
」
に
名
の
出
る
兵
庫
津
の
魚
商
の
約
一
割
が
「
網

屋
」
を
屋
号
と
す
る
。

（19）　

神
戸
市
役
所
編
『
神
戸
市
史　

資
料
編
二
』
一
九
二
三
年
所
収
の
南
條
文
書
「
網

屋
由
緒
書
」
に
よ
る
。

（20）　

註
（5）
文
献
所
収
の
「
安
田
氏
系
譜
」
に
よ
る
。

（21）　

註
（19）
文
献
に
よ
る
。

（22）　

神
戸
市
教
育
委
員
会
『
兵
庫
岡
方
文
書　

第
四
輯
』
所
収
。

　

宝
暦
一
二
年
九
月
三
〇
日
、
朝
鮮
通
信
使
へ
の
下
行
物
（
食
材
支
給
）
準
備
の
た
め

兵
庫
津
で
入
手
で
き
る
魚
に
つ
い
て
幕
府
役
人
か
ら
問
い
合
せ
が
あ
っ
た
の
で
、
魚

屋
を
呼
ん
で
回
答
を
作
成
し
て
い
る
。
タ
イ
・
ボ
ラ
・
ア
ジ
・
カ
レ
イ
・
ス
ズ
キ
・

ハ
モ
な
ど
の
魚
が
並
ぶ
が
、
イ
ワ
シ
は
幕
府
側
の
リ
ス
ト
に
な
か
っ
た
た
め
名
前
が

出
て
い
な
い
。

　

「
肴
の
う
ち
多
く
は
下
筋
よ
り
積
み
登
り
候
」
と
但
し
書
き
が
あ
る
。

（23）　

註
（6）
文
献
所
収
の
「
夫
易
録
」
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
福
岡
藩
の
若
殿
様
元
服

の
祝
儀
と
し
て
干
鯛
を
献
上
な
ど
。

（24）　

新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
神
戸
市
史　

歴
史
編
Ⅲ
近
世
』
三
九
七
頁

表
九
六

（25）　

「
兵
庫
津
地
方
地
子
方
石
高
町
数
家
数
人
数
船
数
諸
株
小
物
成
覚
書
」
天
明
八
年

（
一
七
八
八
）
で
は
網
船
六
、
漁
船
七
九
、
小
漁
船
三
八
、
手
繰
七
の
一
三
〇
艘
に

な
っ
て
い
る
。

（26）　

註
（15）
文
献
に
よ
る
。

（27）　

杉
本
隆
成
ほ
か
「
資
源
変
動
の
歴
史
的
変
遷-

古
文
書
と
堆
積
物
コ
ア
ー
に
基
づ
く

海
洋
環
境
と
生
物
生
産
の
推
定
」
『
月
刊
海
洋
』
四
二
二　

二
〇
〇
五
年

（28）　

川
崎
健
『
イ
ワ
シ
と
気
候
変
動-

漁
業
の
未
来
を
考
え
る
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
九
年

註（1）　

テ
キ
ス
ト
は
岡
田
徯
志
『
摂
陽
群
談
』
大
日
本
地
誌
大
系
第
九
冊　

大
日
本
地
誌

大
系
刊
行
会　

一
九
一
六
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
よ
る
。

（2）　

魚
醤
の
定
義
に
つ
い
て
は
石
毛
直
道
に
よ
る
。
石
毛
直
道
、
ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル

『
魚
醤
と
ナ
レ
ズ
シ
の
研
究-

モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
の
食
文
化-

』
岩
波
書
店　

一

九
九
〇
年

（3）　

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
二
〇
〇
一
年

（4）　

中
谷
保
二
『
浜
本
陣
の
研
究
』
洛
北
書
房　

一
九
五
六
年

（5）　

神
戸
市
教
育
委
員
会
『
神
戸
市
文
献
史
料
第
四
巻
』　

一
九
八
二
年　

所
収
の

「
安
田
氏
系
譜
」
に
よ
る
。　
　

（6）　

神
戸
市
教
育
委
員
会
『
神
戸
市
文
献
史
料
第
二
八
巻　

兵
庫
浜
本
陣
絵
屋
（
鷹

見
）
右
近
右
衛
門
家
文
書
』
二
〇
一
五
年

（7）　

森
泰
博
「
福
岡
藩
大
坂
蔵
屋
敷
」
『
西
南
地
域
研
究
』
八　

一
九
九
四
年

（8）　

天
洋
丸H

P　

https://tenyo-m
aru.com

（9）　

兵
庫
の
食
事
編
集
委
員
会
編
『
日
本
の
食
生
活
全
集
二
八　

聞
き
書
兵
庫
の
食

事
』
一
九
九
二
年

（10）　

註
（2）
文
献

（11）　

兵
庫
県
勧
業
課
編
『
兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
』
一
八
八
九
年

（
兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
蔵
、
兵
庫
県
農
林
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
水
産
技
術
セ

ン
タ
ーH

P　

 https://w
w
w
.hyogo-suigi.jp/seika/gyogyoukankouroku/
）

（12）　

大
日
本
水
産
会
兵
庫
支
会
編
『
兵
庫
県
漁
具
図
解
』
一
八
九
七
年
（
関
西
学
院
大

学
図
書
館
蔵
、https://library.kw

ansei.ac.jp/archives/gyogu/gyogu.htm
l

）

（13）　

兵
庫
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史
資
料
編　

近
世
三
』
九
四
〜
一
〇
〇
頁

（14）　

兵
庫
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
兵
庫
県
史
資
料
編　

近
世
四
』
四
五
七
〜
四
六
二
頁

（15）　

註
（11）
文
献
の
「
参
考
書
鹹
水
漁
業
之
部　

巻
五
」
所
収
の
「
第
一
号　

兵
庫
南
浜

漁
師
総
名
代
ヨ
リ
漁
師
困
窮
二
付
奉
行
所
ヘ
助
力
願
ノ
事
」

（16）　

大
阪
市
史
編
纂
所
『
大
阪
市
史
史
料
第
四
十
輯　

諸
国
客
方
控
・
諸
国
客
方
帳
』

　

兵
庫
津
か
ら
イ
ワ
シ
が
大
坂
に
運
ば
れ
た
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
兵
庫
県
企
画
部
地
域
振
興
課
・
当
館
学
芸
員
）
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