
別
府
に
お
け
る
伝
統
産
業
②

｜

湯
の
花
・
明
岩
・
硫
黄
生
産
の
背
景
－

恒
　
松

栖

Ｏ
　
別
府
の
特
産
品
『
豊
後
明
僣
』

　
江
戸
時
代
の
別
府
の
特
産
品
と
し
て
豊
後
明
欝
が
あ
る
こ
と
は
多
く

の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ミ
ョ
ウ
バ
ン
は
、
「
止
血
剤
」
や
牛
馬
・

動
物
の
「
皮
の
な
め
し
」
に

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
染
め

物
で
染
料
を
反
物
に
固
定
さ

せ
る
「
媒
染
剤
」
と
し
て
不

可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
古

く
は
中
国
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸

時
代
に
入
り
国
内
産
の
ミ
ョ

ウ
バ
ン
製
造
が
活
発
と
な
り
、

品
質
も
向
上
し
盛
ん
に
生
産

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
成
分
は
、
硫
酸
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
と
ナ
ト
リ
ウ
ム
や
カ
リ
ウ
ム
な
ど
の
ア
ル
カ
リ
金
属
、
ア
ン
モ

ニ
ウ
ム
、
タ
リ
ウ
ム
な
ど
の
硫
酸
塩
と
の
複
塩
で
あ
る
。

　
特
に
、
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
と
の
複
塩
の
カ
リ
ウ
ム
ミ
ョ
ウ
バ
ン
を
「
明

欝
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
、
無
色
透
明
の
正
八
面
体
の
結
晶
で
あ
る
。

熱
す
る
と
結
晶
水
を
失
っ
て
白
色
粉
末
の
焼
ミ
ョ
ウ
バ
ン
に
な
る
。
水

に
よ
く
溶
け
、
弱
酸
性
で
収
斂
性
（
し
ゅ
う
れ
ん
せ
い
～
収
縮
す
る
こ

と
）
が
あ
る
。
皮
の
な
め
し
、
止
血
剤
、
煤
染
剤
、
製
紙
な
ど
に
用
い

ら
れ
る
。

　
身
近
な
と
こ
ろ
で
の
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
効
用
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
①
　
切
り
花
心
保
存
剤
　
　
　
②
　
生
け
花
の
水
の
ぬ
め
り
と
り

　
③
　
セ
メ
ン
ト
の
あ
く
抜
き

　
④
　
漬
物
の
色
を
よ
く
す
る
（
茄
子
の
は
や
漬
け
で
は
色
を
鮮
や
か

　
　
　
に
す
る
、
歯
切
れ
も
よ
く
す
る
、
茄
子
の
ぬ
か
み
そ
漬
け
も
美

　
　
　
し
い
色
に
仕
上
が
る
。
）

　
⑤
　
ご
ぼ
う
・
栗
な
ど
を
煮
る
前
に
焼
き
ミ
ョ
ウ
バ
ン
を
溶
か
し
た

　
　
　
液
で
あ
く
ぬ
き
す
る
と
煮
崩
れ
し
に
く
く
な
る

37－-



１
　
渡
辺
五
郎
右
衛
門
の
明
僣
製
造

　
豊
後
明
君
製
造
の
始
ま
り
に
つ
い
て
み
る
と
正
徳
二
年
「
和
漢
三
才

図
会
」
の
明
男
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
『
お
よ
そ
温
泉
で
焔
気
の
発
す
る
山
の
こ
と
を
俗
に
地
獄
と
称
す
る
。

そ
の
よ
う
な
処
は
九
州
に
多
く
あ
る
。
豊
後
の
鶴
見
、
肥
後
の
温
泉
嶽
、

肥
後
の
阿
蘇
嶽
な
ど
に
は
み
な
あ
っ
て
豊
後
の
速
見
郡
に
は
最
も
多
く

出
す
。
そ
も
そ
も
山
中
に
地
熱
が
あ
っ
て
焔
気
は
い
ま
だ
発
せ
ず
、
た

だ
踏
む
草
履
に
漸
く
温
か
み
を
感
じ
る
も
の
を
地
気
地
獄
と
い
う
。

　
白
く
結
晶
し
た
明
君
は
、
こ
の
よ
う
な
地
気
地
獄
か
ら
取
り
出
す
』

と
述
べ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
、
『
日
本
の
明
君
は
、
昔
は
ま
だ
精
で
は

な
か
っ
た
。
近
世
に
な
っ
て
製
法
を
華
人
に
習
っ
た
の
で
、
い
ま
豊
後

よ
り
出
る
も
の
は
洞
徹
玲
ろ
う
と
し
て
南
京
の
透
き
明
君
と
豊
後
明
君

は
同
じ
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
和
漢
の
も
の
を
と
も
に
用
い
る
』
と
、

品
質
の
高
さ
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
最
初
に
和
明
君
の
製
法
を
編
み
出
し
た
創
始
者
は
、
肥
後
の
国
ハ
代

出
身
の
渡
辺
五
郎
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
寛
建
二
年
（
一
七
四
九
）
「
明

君
山
始
り
覚
」
に
よ
る
と
、
別
府
に
は
古
く
か
ら
明
君
の
生
産
は
あ
っ

た
が
技
術
が
未
熟
で
満
足
な
製
品
は
で
き
な
か
っ
た
。
五
郎
右
衛
門
は
、

八
代
か
ら
や
っ
て
き
て
、
早
速
立
石
村
（
現
在
の
別
府
市
南
立
石
校
地
）

の
四
郎
右
衛
門
を
訪
ね
、
明
君
の
製
造
を
試
み
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ

ト

|謨

ぽ

㈲

資料〈和漢三才図会〉

38－



た
。
次
に
、
鶴
見
村
の
小
倉
長
七
の
所
に
行
き
、
照
湯
山
で
再
び
試
み

た
が
明
欝
精
製
の
仕
上
げ
の
段
階
で
、
半
透
明
で
光
沢
の
あ
る
八
面
体

の
白
い
結
晶
体
を
作
り
出
す
工
夫
が
付
か
ず
こ
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
明
欝
製
造
に
失
敗
し
た
五
郎
右
衛
門
は
、
わ
が
国
で
唯
一
外
国
と
の

貿
易
の
門
戸
が
開
か
れ
て
い
た
長
崎
で
薬
種
屋
に
奉
公
し
て
い
た
弟
弥

平
の
も
と
に
赴
い
た
。
し
ば
ら
く
長
崎
に
滞
在
し
、
唐
人
か
ら
木
灰
汁

（
あ
く
）
を
用
い
て
明
欝
の
結
晶
を
造
る
と
い
う
ミ
ョ
ウ
バ
ン
精
製
の

極
意
を
聞
き
出
し
た
。
五
郎
右
衛
門
は
、
や
も
た
て
も
た
ま
ら
ず
夜
逃

げ
を
し
て
鶴
見
村
に
戻
り
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
昭
一
湯
山
で
工
夫
に

工
夫
を
重
ね
、
つ
い
に
和
明
欝
の
精
製
に
成
功
し
た
。

　
明
欝
製
造
に
め
ど
の
付
い
た
五
郎
右
衛
門
は
、
弟
弥
平
を
呼
び
寄
せ

郷
里
八
代
で
金
策
さ
せ
、
そ
れ
を
元
手
に
鶴
見
村
か
ら
つ
ぎ
っ
ぎ
に
山

普
請
を
す
す
め
た
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
元
禄
七
年
四
月
（
一
六
九
四
）
、
貝
原
益
軒

の
「
豊
国
紀
行
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
立
石
の
下
に
明
欝
を
採
る
所
有
。
石
を
土
中
よ
り
掘
出
す
に
は
あ

ら
ず
。
地
中
に
温
泉
の
出
所
、
甚
熱
気
育
て
、
地
上
に
熱
気
を
ふ
き
あ

ぐ
。
其
所
半
町
、
或
は
一
畝
以
上
有
。
其
上
に
土
を
掩
ひ
て
、
気
の
出

る
穴
を
ふ
さ
ぎ
て
数
日
置
ば
、
欝
気
む
し
あ
げ
、
土
の
上
に
顕
れ
、
塩

の
ご
と
く
、
白
蝋
に
似
た
り
。
其
土
を
か
き
集
め
て
、
大
き
い
桶
に
人
、

水
を
入
数
日
ひ
た
し
置
て
後
、
笞
器
に
て
其
土
を
こ
し
去
り
、
水
を
用

て
大
釜
に
入
、
灰
汁
を
加
て
煮
る
時
、
固
ま
り
て
砕
け
る
氷
の
如
く
な

る
を
、
笥
器
に
入
れ
て
能
よ
く
洗
ひ
、
清
く
し
。
亦
大
釜
に
い
れ
、
灰

汁
と
薬
と
を
入
煮
れ
ば
、
即
か
た
ま
り
て
岩
石
と
な
る
。
塩
を
煮
る
が

如
し
。
上
中
よ
り
上
に
ふ
き
出
て
、
塩
の
如
く
な
る
物
を
取
て
癖
癒
に

ぬ
れ
ば
よ
く
い
ゆ
る
。
近
年
日
本
に
て
明
岩
を
煮
る
事
は
此
所
よ
り
初

る
。
二
十
四
、
五
年
前
に
は
じ
め
て
製
す
。
鶴
見
村
に
も
四
ケ
所
有
。

云
々
。
』

　
文
中
の
「
二
四
、
五
年
前
」
は
、
寛
文
一
〇
年
前
後
に
当
た
る
。
創

始
者
に
つ
い
て
は
、
脇
儀
助
か
書
い
た
「
明
岩
山
初
り
覚
」
に
、
「
五

郎
右
衛
門
義
、
日
本
二
面
明
岩
取
立
候
儀
初
メ
仕
候
大
切
之
者
也
」
と
、

書
か
れ
て
お
り
、
森
藩
鶴
見
原
中
村
の
住
人
渡
辺
五
郎
右
衛
門
が
わ
が

国
で
最
初
に
明
讐
製
造
に
成
功
し
た
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
渡
辺
五
郎
右
衛
門
は
、
日
田
代
官
所
や
森
藩
か
ら
明
岩
の
生
産
を
請

け
負
っ
て
一
応
身
上
を
た
て
る
事
が
で
き
大
成
功
を
収
め
た
。
元
禄
一

〇
年
に
は
森
藩
か
ら
五
ヵ
年
季
で
Ｉ
カ
年
銀
万
一
貫
目
で
請
け
負
っ
た

と
い
う
。
し
か
し
、
山
普
請
に
費
や
す
膨
大
な
施
設
投
資
と
運
上
金
が

か
さ
み
そ
の
上
安
価
な
唐
明
岩
（
中
国
産
の
明
岩
）
の
無
制
限
な
輸
入

に
よ
る
値
崩
れ
で
し
ば
し
ば
経
営
に
苦
し
ん
だ
。

　
つ
い
に
五
郎
右
衛
門
は
、
身
上
を
つ
ぶ
し
て
明
岩
山
か
ら
手
を
引
く

-
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(渡辺五郎右衛門の墓)

こ
と
に
な
っ
た
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

八
一
歳
に
な
っ
た
五
郎
右
衛
門
は
、
剃
髪

し
て
法
名
を
西
岸
と
称
し
、
鶴
見
村
の
原

に
宝
寿
庵
と
い
う
草
庵
を
結
び
、
同
年
一

二
月
八
一
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

２
　
明
春
の
製
造
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
明
僣
製
造
の
方
法
の
全
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
秘
伝
と
し
て
い

た
の
で
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、
貝
原
益
軒
の
「
豊
国
紀
行
」
や
伊

嶋
重
枝
の
「
鶴
見
七
湯
治
記
」
に
よ
り
お
お
よ
そ
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

概
略
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
地
表
面
が
ほ
ぼ
平
坦
と
な
る
場
所
を
選
定
し
、
地
下
一
尺
以
下
の
地

中
に
握
り
拳
し
ほ
ど
の
小
石
を
ぎ
っ
し
り
と
敷
き
畳
み
、
生
産
面
積
の

大
小
に
応
じ
て
水
道
（
硫
気
溝
）
を
一
箇
所
な
い
し
は
二
箇
所
敷
設
し
、

其
の
水
道
に
地
熱
蒸
気
を
通
す
。
一
方
、
石
畳
の
上
に
は
藁
す
ぼ
を
敷

き
、
其
の
上
に
地
熱
で
焼
け
た
土
五
寸
を
盛
り
、
さ
ら
に
其
の
土
に
青

粘
土
を
敷
き
広
げ
る
。
そ
し
て
、
小
豆
大
の
砂
利
を
撒
布
し
、
温
泉

（
噴
気
）
を
引
き
入
れ
て
散
水
す
る
の
で
あ
る
が
其
の
回
数
は
一
日
に

三
回
な
い
し
は
四
回
で
あ
る
。
こ
の
回
数
の
多
い
ほ
ど
繊
維
が
伸
張
す

る
。
こ
の
過
程
で
地
熱
が
蒸
発
す
る
部
分
に
温
泉
の
成
分
が
湧
出
し
て

で
き
た
化
合
物
（
繊
維
状
＝
湯
の
花
）
が
伸
長
す
る
。
こ
れ
を
集
め
て

水
に
溶
解
し
、
硫
酸
加
里
を
適
度
に
加
味
し
て
地
熱
で
煮
沸
す
る
と
、

所
謂
塩
が
で
き
る
。
こ
の
塩
を
さ
ら
に
釜
で
精
製
す
る
と
白
色
の
明
岩

が
で
き
る
。
さ
ら
に
三
～
四
回
ほ
ど
こ
れ
を
繰
り
返
す
と
精
製
の
度
が

加
わ
り
薬
用
と
な
る
。
こ
の
場
合
硫
酸
加
里
の
代
わ
り
に
塩
化
加
里
を

用
い
た
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
。

　
寛
文
の
昔
、
塩
化
加
里
が
人
手
で
き
な
い
と
き
に
は
、
明
鸞
温
泉
場

付
近
の
農
家
の
灰
を
買
い
集
め
、
其
の
灰
を
樽
で
漉
し
た
赤
い
汁
と
湯

の
花
の
液
と
を
加
え
て
煮
沸
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
使
用
す
る
木
灰
汁

は
、
大
量
に
消
耗
し
た
の
で
鶴
見
・
野
田
・
明
曇
の
近
隣
の
村
々
で
は

調
達
で
き
ず
、
遠
く
日
向
・
薩
摩
・
肥
前
か
ら
船
で
取
り
寄
せ
た
と
言

わ
れ
る
。
後
に
、
山
々
に
「
ハ
イ
ノ
キ
」
（
ク
ロ
キ
）
を
植
林
し
て
木

灰
を
自
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
木
灰
汁
や
薬
・
火
加
減
が
ミ
ョ
ウ
バ

ン
の
品
質
を
左
右
す
る
の
で
精
製
方
法
は
跡
継
ぎ
だ
け
に
言
い
伝
え
ら

れ
る
秘
伝
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
明
欝
製
造
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
マ
ン
が
あ
り
、
こ
の
仕
事
に
従
事
し

た
も
の
に
し
か
わ
か
ら
な
い
苦
労
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
究
極

の
製
造
方
法
は
今
日
ま
で
明
快
な
手
法
は
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
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３
　
明
轡
製
造
・
精
製
に
挑
む

　
巾
　
江
戸
の
世
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て

　
明
岩
の
製
造
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
原
材
料
と
な
る
硫
酸
岩
上

（
湯
の
花
）
が
必
要
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
明
岩
精
製
の
過
程
で
必
要

と
な
る
ハ
イ
ノ
キ
を
集
め
木
灰
汁
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
資

源
植
物
事
典
」
や
「
園
芸
植
物
大
事
典
」
に
よ
っ
て
明
岩
の
製
造
精
製

に
使
わ
れ
た
ハ
イ
ノ
キ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
地
方
で
ハ
イ

ノ
牛
と
呼
ば
れ
て
い
る
仲
間
に
は
、
ク
ロ
キ
、
ク
ロ
バ
イ
、
ミ
ミ
ズ
バ

イ
、
シ
ロ
バ
イ
な
ど
の
常
緑
樹
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
九
州
の
山
地
に
分

布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
代
表
格
で
あ
る
ク
ロ
キ

ス
イ
ノ
キ
科
）
は
、
小
高
木
で
花
を
咲
か
せ
実
も
つ
け
る
が
、
枝
葉

は
良
質
の
木
灰
汁
（
あ
く
）
が
採
れ
る
。
そ
こ
で
、
湯
山
・
明
岩
の
雑

木
林
か
ら
ク
ロ
キ
（
以
後
ハ
イ
ノ
牛
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
を
探
し
出

し
、
枝
葉
を
乾
燥
さ
せ
た
後
、
木
灰
汁
を
採
り
、
明
岩
精
製
の
過
程
を

た
ど
る
こ
と
に
し
た
。

　
①
　
原
材
料
を
集
め
る

　
硫
酸
岩
上
（
湯
の
花
）
は
、
今
日
湯
の
花
の
生
産
に
従
事
し
て
い
る

湯
山
地
区
の
草
牧
氏
に
赤
湯
の
花
、
明
岩
地
区
の
岩
瀬
氏
に
白
湯
の
花

を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
ハ
イ
ノ
牛
は
、
湯
山
・
明
岩
地
域
の
山
か
ら
採
取
す
る
こ
と
に
し
て
、

大
字
野
田
字
天
神
原
お
よ
び
向
畑
の
雑
木
林
・
ヒ
ノ
キ
林
か
ら
見
つ
け

採
集
し
た
。

　
②
　
ハ
イ
ノ
キ
か
ら
木
灰
汁
（
あ
く

　
ハ
イ
ノ
キ
は
、
樹
高
一
～
ニ
メ
ー

ト
ル
程
の
も
の
で
小
枝
が
は
り
、
葉

が
多
く
付
く
も
の
を
選
ん
だ
。
樹
径

が
一
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も
の
も
あ
っ

た
が
高
さ
が
五
ｍ
ほ
ど
も
あ
り
、
枝

葉
が
や
や
少
な
い
の
で
、
元
気
の
よ

い
も
の
を
選
ん
だ
。

　
枝
葉
の
部
分
と
幹
の
部
分
と
に
区

分
け
し
て
、
乾
燥
室
（
温
度
六
五
℃
、

湿
度
三
〇
％
）
で
数
日
間
乾
燥
し
た

後
、
木
灰
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
一

週
間
ほ
ど
で
二
割
程
度
重
さ
を
減
量

し
た
。

　
さ
ら
に
、
Ｉ
平
方
メ
ー
ト
ル
程
の

鉄
板
の
上
で
灰
つ
く
り
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
。
き
め
の
細
か
い
仄
か
二
、

五
吠
や
や
大
き
い
木
炭
の
も
の
Ｉ
、

乾燥したハイノキ
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五
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
合
計
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
木
灰
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
　
場
合
で
き
た
溶
液
が
や
や
黄
色
み
が
か
っ
た
も
の
で
透
明
感
の
無
い
も

　
ハ
イ
ノ
キ
の
木
灰
五
〇
〇
グ
ラ
ム
を
五
ぷ
の
水
に
溶
か
し
、
丹
念
に
　
　
の
と
な
っ
た
。

攬
絆
し
た
の
ち
木
綿
の
布
切
れ
を
重
ね
た
あ
み
で
こ
し
、
し
ば
ら
く
容
　
　
　
④
　
湯
の
花
の
溶
液
を
あ
た
た
め
る

器
に
入
れ
放
置
し
て
お
き
、
上
澄
み
の
み
を
集
め
た
。
木
灰
汁
は
、
ほ
　
　
　
試
験
的
に
湯
の
花
の
溶
液
一
〇
〇

ぼ
透
明
で
き
れ
い
な
液
が
作
れ
た
が
、
時
間
が
経
つ
と
底
の
部
分
に
白
　
　
1
1
と
灰
汁
一
〇
〇
�
の
同
量
を
混
ぜ

く
に
ご
っ
た
沈
澱
物
が
見
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
わ
せ
、
熱
を
加
え
る
。
ゆ
る
や
か

　
③
　
湯
の
花
を
溶
解
し
た
溶
液
を
つ
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
温
め
水
分
を
取
り
除
い
て
い
く

　
五
〇
〇
グ
ラ
ム
の
赤
い
湯
の
花
に
水
一
丁
加
え
、
よ
く
か
き
混
ぜ
る
。
　
　
と
、
う
す
茶
色
を
し
た
粉
末
が
と
れ

湯
の
花
の
結
晶
や
塊
が
徐
々
に
解
け
て
い
く
が
底
の
部
分
に
は
ど
ろ
ど
　
　
た
。
分
量
は
僅
か
で
あ
る
が
手
ざ
わ

ろ
と
し
た
も
の
が
た
ま
っ
た
。

　
し
ば
ら
く
放
置
し
た
後
、
再
度
接
伴
し
、
木
綿
の
布
で
こ
し
た
。
な

か
な
か
こ
し
き
れ
ず
に
目
つ
ま
り
を

お
こ
し
た
の
で
何
度
も
か
き
混
ぜ
な

が
ら
時
間
を
か
け
て
こ
し
た
。
こ
し

残
り
の
土
や
砂
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

と
れ
た
湯
の
花
の
溶
液
は
、
底
に
僅

か
に
沈
澱
物
が
生
じ
た
が
、
う
わ
ず

み
は
茶
褐
色
の
透
明
な
溶
液
が
作
れ

た
。
そ
の
後
、
同
様
の
方
法
で
白
湯

の
花
で
も
溶
液
を
作
っ
た
が
、
こ
の

ハイノキの木灰汁と湯の花溶液

り
や
に
お
い
や
昧
な
ど
か
ら
が
焼
き

ミ
ョ
ウ
バ
ン
ら
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。

ミョウバン溶液に種結晶をつるす

　
⑤
　
木
灰
汁
に
焼
き
ミ
ョ
ウ
バ
ン
ら
し
い
粉
を
溶
か
す

　
木
灰
汁
に
ミ
ョ
ウ
バ
ン
ら
し
い
粉
が
多
量
に
溶
け
込
む
よ
う
に
よ
く

か
き
混
ぜ
加
熱
し
て
い
く
。
温
度
を
八
〇
～
九
〇
度
程
度
に
保
ち
な
が

ら
水
分
量
を
減
ら
し
三
分
の
に
二
程
度
ま
で
濃
縮
し
た
。
溶
液
の
温
度

を
冷
ま
す
た
め
に
一
昼
夜
放
置
し
て
お
く
。

　
翌
日
、
溶
液
は
少
し
薄
い
茶
褐
色
の
濁
り
の
あ
る
沈
殿
物
と
水
と
に

分
離
し
て
き
た
。
そ
の
溶
液
を
ゆ
っ
く
り
他
の
容
器
に
移
し
替
え
て
い

く
と
、
容
器
の
底
の
部
分
に
な
に
か
ざ
ら
ざ
ら
感
の
あ
る
食
塩
の
結
晶
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に
よ
く
似
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

　
移
し
替
え
た
溶
液
を
か
き
混
ぜ
な

が
ら
温
め
た
。
温
め
た
溶
液
が
三
〇

度
Ｃ
に
冷
め
る
の
を
待
っ
て
ざ
ら
ざ

ら
感
の
あ
る
液
と
混
ぜ
合
わ
せ
放
置

す
る
。

　
一
日
放
置
し
た
の
ち
観
察
し
て
み

る
と
結
晶
の
部
分
が
少
し
大
き
く
な

り
、
取
り
出
し
て
み
る
と
透
明
感
の

ウバンの結晶精製されたミョ

あ
る
結
晶
体
が
確
認
で
き
た
。
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
結
晶
で
あ
る
。
大
き
さ

４
　
明
僣
製
造
の
あ
ゆ
み

　
巾
　
明
鸞
製
造
の
ひ
ろ
が
り

　
明
欝
製
造
は
、
開
始
以
来
先
述
の

渡
辺
五
郎
右
衛
門
が
資
材
を
投
入
し

て
地
場
を
広
げ
て
い
っ
た
。
以
後
鶴

見
村
の
照
湯
山
、
現
在
の
照
湯
温
泉

（
大
字
鶴
見
一
四
五
六
番
地
）
付
近

で
製
造
を
始
め
た
五
郎
右
衛
門
は
、

銅
山
・
庸
湯
山
（
明
岩
地
区
の
中
央

通
称
牛
舎
の
西
）
、
御
料
（
天
領
）

は
、
一
．
五
～
ニ
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
も
の
な
の
で
こ
れ
を
種
結
晶
　
　
野
田
村
の
中
山
（
明
僣
地
区
の
ほ
ぼ

に
し
て
、
糸
の
先
に
つ
る
し
よ
り
大
き
な
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
結
晶
を
作
る

こ
と
に
し
た
。

　
⑥
　
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
大
き
な
結
晶
を
作
る

　
ハ
イ
ノ
牛
と
湯
の
花
と
て
作
っ
た
溶
液
に
種
結
晶
を
入
れ
何
度
も
加

熱
と
冷
却
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
結
晶
を
大
き
く
し
た
。

湯
の
花
の
持
つ
色
に
よ
り
完
全
に
透
明
に
は
成
ら
な
い
が
、
か
な
り
大

き
な
結
晶
に
ま
で
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

②
　
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
精
製
方
法

ミ
ョ
ウ
バ
ン
精
製
過
程
は
下
図
の
通
り
で
あ
る
。

中
央
八
川
の
北
側
、
脇
屋
付
近
）
、

硫
黄
甑
山
（
湯
山
地
区
大
字
野
田
字

コ
シ
キ
（
古
敷
と
も
表
す
）
と
つ
ぎ

っ
ぎ
に
山
普
請
を
す
す
め
明
欝
製
造

を
拡
大
し
た
。

　
製
造
の
広
が
り
で
請
け
負
い
制
も

と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
和
年

しえかり
く

　　　　｜

　　　　｜

一一一一一

｜

Ｌ一一一一一一一一一一一一一一一一

間
（
一
六
八
▽
一
二
六
八
四
）
の
小
浦
村
権
四
郎
、
野
田
村
吉
右
衛
門
、

別
府
村
重
右
衛
門
、
府
内
町
彦
右
衛
門
、
真
壁
二
年
（
一
六
八
五
）
の
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大
阪
の
大
塚
屋
伊
兵
衛
ら
が
そ
の
先
駆
け
で
あ
る
。
当
時
、
明
男
製
造

事
業
は
大
変
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
財
力
の
あ
る
近
在
の
庄
屋
や

大
坂
商
人
た
ち
に
と
っ
て
は
魅
力
あ
る
事
業
だ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。

　
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
永
年
の
悲
願
で
あ
っ
た
唐
明
男
の
輸

入
が
、
禁
止
さ
れ
明
男
の
製
造
が
幕
府
の
直
轄
事
業
と
し
て
認
め
ら
れ

明
男
専
売
の
道
が
開
か
れ
た
。

　
②
　
経
営
を
苦
し
め
た
唐
明
聯
と
幕
府
の
規
制
　
″

　
渡
辺
五
郎
右
衛
門
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
明
男
生
産
の
発
展
を

阻
害
し
た
の
は
安
価
な
唐
明
男
の
輸
入
が
あ
っ
た
。
宝
永
七
年
（
一
七

一
〇
）
小
浦
の
権
四
郎
と
倅
時
右
衛
門
が
野
田
村
明
岩
山
稼
を
請
け
負
っ

た
が
、
山
普
請
に
費
や
す
膨
大
な
設
備
投
資
と
運
上
銀
み
重
な
り
経
営

に
苦
し
ん
だ
。

　
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
池
田
喜
八
郎
が
代
官
と
な
り
再
び
幕
府
領

（
代
官
・
池
田
喜
八
郎
）
と
な
っ
た
野
田
山
明
男
を
請
け
負
っ
た
小
浦

村
の
時
門
右
衛
門
倅
脇
儀
助
（
亀
三
郎
）
も
、
多
額
の
運
上
銀
と
唐
明

男
に
お
さ
れ
品
質
も
お
と
る
こ
と
か
ら
経
営
に
失
敗
し
た
。
享
保
四
年

野
田
村
明
岩
山
は
休
山
と
な
り
荒
廃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
享
保
七

二
七
二
二
）
亀
川
村
与
三
郎
が
硫
黄
採
掘
を
目
的
に
請
負
う
こ
と
に

な
っ
た
が
事
業
が
う
ま
く
運
ば
ず
こ
れ
も
失
敗
し
、
再
び
明
男
山
は
休

山
と
な
っ
た
。

　
幕
府
に
よ
る
規
制
も
経
営
を
妨
げ
た
。
享
保
七
年
に
「
和
薬
改
会
所

開
始
令
」
を
発
し
、
薬
種
の
需
要
増
大
で
大
量
に
市
場
に
出
回
る
よ
う

に
な
っ
た
国
産
の
和
薬
種
の
品
質
管
理
を
強
化
し
た
。
汀
戸
、
駿
府
、

京
都
、
大
坂
、
堺
に
会
所
を
設
置
し
、
入
荷
し
た
和
薬
種
は
、
全
て
改

会
所
に
持
ち
込
真
偽
の
吟
味
や
品
質
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
付

け
、
『
も
し
違
犯
し
私
に
買
い
取
ら
ば
曲
事
た
る
べ
し
。
こ
れ
ま
で
薬

も
て
来
り
し
者
は
、
此
後
、
会
所
へ
ま
か
る
べ
し
、
も
し
ひ
が
ふ
る
ま

い
あ
ら
ば
、
問
屋
等
よ
り
う
た
え
出
づ
る
べ
し
。
云
々
。
』
と
、
問
屋

二
五
人
に
そ
の
売
買
ま
で
も
独
占
さ
せ
、
ミ
ョ
ウ
バ
ン
取
引
に
厳
し
い

制
約
を
く
わ
え
た
。
な
お
、
幕
府
は
、
各
都
市
か
ら
薬
種
業
者
の
代
表

を
江
戸
に
呼
び
集
め
、
本
草
学
者
丹
羽
正
伯
か
ら
講
習
を
受
け
さ
せ
た
。

　
即
　
小
浦
村
庄
屋
脇
儀
助
の
登
場

　
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
小
浦
村
庄
屋
脇
儀
助
か
、
領
主
森
藩
に

運
上
銀
▽
刀
年
三
貫
目
余
り
を
上
納
し
鶴
見
村
明
岩
山
を
請
負
っ
た
。

翌
々
年
に
は
、
日
田
代
官
増
田
大
兵
衛
に
願
い
出
て
、
野
田
山
に
運
上

銀
一
ケ
年
弐
貫
六
百
四
拾
四
匁
で
請
負
い
出
稼
ぎ
を
再
興
し
た
。

　
儀
助
は
、
明
岩
の
製
造
方
法
に
長
じ
、
品
質
は
唐
明
岩
と
甲
乙
付
け

が
た
い
も
の
ま
で
昇
華
さ
せ
て
販
売
に
自
信
が
あ
っ
た
が
、
唐
明
岩
に

販
路
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
和
明
岩
を
「
和
国
御
重
宝
の
品
」
と
銘
じ
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る
儀
肋
は
、
日
田
代
官
増
田
大
兵
衛
へ
運
上
銀
の
「
格
別
相
増
上
納
」

を
条
件
に
唐
明
岩
の
輸
入
差
し
止
め
を
訴
え
る
。

　
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
に
は
、
大
坂
の
豊
後
明
欝
取
り
扱
い
商

人
近
江
屋
ハ
兵
衛
を
伴
い
、
出
府
し
て
幕
府
に
唐
明
借
の
輸
入
削
減
を

願
い
出
る
と
と
も
に
、
薬
事
方
に
豊
後
明
僣
の
薬
性
吟
味
を
願
い
出
た
。

こ
れ
に
は
宇
佐
大
宮
司
到
津
中
務
少
輔
と
京
都
西
本
願
寺
の
築
地
御
堂

輸
番
役
僧
南
林
寺
某
の
つ
て
も
あ
っ
て
和
薬
種
吟
味
掛
役
医
師
仁
和
正

伯
の
吟
味
が
叶
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
年
は
、
薬
種
売
買
制
限
令
が
出
さ
れ
、
享
保
七
年
の

「
薬
種
改
会
所
令
」
に
付
加
し
て
『
大
伝
馬
町
組
薬
店
十
九
入
よ
り

「
以
前
の
如
く
唐
桑
和
薬
と
も
に
直
ち
に
買
い
取
ら
ん
こ
と
を
京
坂
堺

及
び
各
所
よ
り
出
る
薬
品
、
直
売
を
許
さ
れ
た
り
。
此
後
、
た
と
い
他

よ
り
こ
い
で
る
も
の
あ
り
と
も
、
ゆ
る
さ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ば

先
令
の
如
く
直
売
す
る
こ
と
い
よ
い
よ
停
禁
た
る
べ
し
。
』
と
あ
り
、

明
欝
の
販
売
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
㈲
　
唐
明
聯
の
輸
入
を
止
め
る

　
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
儀
肋
は
、
丹
羽
正
伯
の
求
め
に
応
じ
て

庭
先
で
和
明
僣
の
精
製
法
を
披
露
し
て
直
接
吟
味
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
丹
羽
正
伯
は
製
品
を
配
下
の
医
師
達
に
与
え
薬
効
を
確
か
め
さ

せ
た
上
で
儀
肋
に
左
記
の
よ
う
な
お
墨
付
き
を
渡
し
た
。

　
豊
後
国
野
田
村
明
岩
山
者
先
年
迄
相
稼
　
殊
二
近
年
唐
渡
同
断

之
上
明
岩
致
製
法
出
方
モ
多
出
候
得
共
　
近
年
打
紐
唐
明
岩
多
く

渡
候
二
付
和
明
君
一
間
通
用
無
之
　
右
之
山
相
紐
難
成
故
唐
明
岩

差
拍
候
様
二
枝
仰
付
候
儀
相
願
候
二
付
　
此
度
和
明
岩
製
法
井
出

坐
高
二
面
御
吟
味
之
上
　
唐
渡
年
々
弐
・
三
千
斤
程
宛
為
御
用
物

長
崎
二
枝
差
留
　
其
鯨
者
外
唐
薬
種
之
内
払
底
成
物
卜
振
替
持
渡

候
様
二
唐
船
汪
枝
仰
付
　
尤
和
明
岩
専
世
上
通
用
之
儀
五
ケ
所
和

種
改
所
江
申
付
候
間
　
自
今
随
分
和
明
岩
性
合
宜
仕
立
世
上
差
支

無
之
様
二
多
仕
出
シ
直
段
格
別
高
直
二
無
之
様
二
可
致
候

以
上

　
　
　
　
　
享
保
十
五
庚
戌
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
正
伯
　
　
　
印

　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
四
郎
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
　
肋
　
殿

　
こ
の
資
料
を
読
む
と
、
儀
肋
の
精
製
の
努
力
と
建
言
に
よ
っ
て
国
産

明
岩
の
保
護
と
明
僣
の
生
産
量
の
確
保
並
び
に
安
価
供
給
を
条
件
に
唐

明
署
の
輸
入
差
し
止
め
が
実
現
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
と
の
貿
易

が
中
心
の
対
馬
奉
行
の
み
年
間
二
、
三
千
斤
の
輸
入
を
認
め
、
他
は
全

面
的
に
差
し
止
め
ら
れ
た
。
明
僣
請
負
の
幕
府
へ
の
運
上
銀
は
一
年
五

貫
二
百
目
で
あ
っ
た
。
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儀
助
は
翌
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
森
藩
か
ら
鶴
見
村
明
岩
山
を

請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
多
額
の
費
用
と
手
間
が
か
か
る
た
め
一

旦
は
製
品
の
販
売
の
み
に
限
っ
た
が
、
後
に
運
上
銀
三
百
枚
で
再
び
山

稼
ぎ
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
森
藩
は
年
季
毎
の
運
上
銀
増
も
大

変
ゆ
る
や
か
で
寛
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
儀
助
に
は
唐
明
岩
差
し
止
め

に
奔
走
し
た
褒
美
と
し
て
三
ヵ
年
に
わ
た
っ
て
御
蔵
米
百
俵
が
与
え
ら

れ
た
。

　
㈲
　
儀
助
と
明
僣
会
所
の
設
立
　
　
　
　
　
　
　
ｙ

　
儀
肋
の
明
岩
生
産
は
、
唐
明
岩
の
輸
入
差
し
止
め
に
よ
っ
て
落
ち
着

き
を
取
亘
戻
し
た
か
に
見
え
た
が
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
は
、

次
の
Ｉ
〇
年
季
の
運
上
銀
が
一
三
貫
三
百
匁
と
な
り
、
享
保
こ
一
年
の

運
上
銀
二
貫
匁
の
六
倍
半
の
増
額
負
担
と
な
り
、
経
営
に
支
障
が
生
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
享
保
フ
几
年
に
長
崎
の
町
人
と
京
都
の

染
め
殿
が
、
年
間
一
〇
万
斤
ほ
ど
の
唐
明
岩
が
必
要
と
幕
府
に
嘆
願
し

た
為
に
、
享
保
二
〇
年
再
び
唐
明
君
が
多
く
輸
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　
儀
肋
は
市
場
調
査
を
行
い
、
輸
入
量
を
半
分
の
五
万
斤
に
抑
え
る
こ

と
に
成
功
し
、
明
岩
の
一
手
買
い
付
け
を
願
い
出
た
。
結
果
儀
助
は
、

唐
明
男
と
と
も
に
市
場
に
出
回
り
始
め
た
霧
島
、
箱
根
産
な
ど
の
他
国

山
出
の
和
明
岩
を
一
手
に
引
き
受
け
と
粗
悪
品
の
再
精
製
と
そ
の
販
売

許
可
を
勘
定
奉
行
か
ら
受
け
た
。
し
か
し
、
明
岩
生
産
が
各
地
に
広
が

る
に
つ
れ
、
諸
国
山
出
明
岩
の
「
脇
売
」
が
多
く
な
り
、
明
岩
の
取
引

に
は
し
ば
し
ば
混
乱
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
儀
助
は
、
品
質
と
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
幕
府
に
願
い
出
て
、
江

戸
と
大
坂
の
町
奉
行
に
明
岩
の
「
脇
売
」
を
禁
じ
る
町
触
れ
を
出
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
、
さ
ら
に
江
戸
、
大
坂
に
明
岩
会
所
の
設
立
を
許
さ

れ
明
岩
専
売
の
道
を
強
化
す
る
こ
と
で
事
態
の
打
開
を
図
っ
た
。

　
こ
れ
に
は
大
阪
の
近
江
屋
、
小
枝
屋
の
尽
力
も
あ
っ
た
が
、
こ
と
に

野
田
村
が
幕
府
頷
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
日
田
代
官
所
の
助
力
が
大
き
か
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
㈲
　
明
鸞
会
所
の
増
設

　
明
岩
会
所
設
立
後
、
二
〇
数
年
経
過
す
る
と
明
岩
製
造
技
術
も
普
及

し
、
請
国
明
岩
の
脇
売
り
が
お
び
た
だ
し
く
増
加
す
る
こ
と
と
な
り
次

第
に
明
岩
会
所
の
利
益
が
薄
く
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
儀
助
か
、
幕
府
に
働
き
か
け
た
結
果
元
文
三
年
二

七
三
八
）
に
は
享
保
七
年
に
設
立
し
た
和
薬
改
会
所
が
、
薬
種
業
者
が

真
物
（
真
偽
吟
味
技
術
習
得
）
を
覚
え
た
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
寛
保
二

年
（
一
七
四
二
）
に
は
唐
明
岩
の
輸
入
も
三
万
斤
に
減
じ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
野
田
村
明
岩
山
年
季
継
で
、
一
〇
ケ
年
季
が
一

四
貫
六
百
八
四
匁
と
な
り
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
信
州
明
岩
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の
「
脇
売
り
」
を
も
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
宝
暦
八
年
、
運
上
銀
一
四
貫
六
八
四
匁
に
六
貫
目
を
加
え
二
〇
貫
六

八
四
匁
の
増
上
納
を
願
い
出
て
明
欝
会
所
の
京
都
と
堺
の
ニ
カ
所
増
設

を
実
現
し
、
先
に
設
け
ら
れ
た
江
戸
・
大
阪
と
あ
い
ま
っ
て
わ
が
国
明

欝
の
専
売
事
業
を
完
成
さ
せ
た
。

　
　
明
岩
会
所
増
設
令

　
豊
後
国
野
田
村
明
岩
山
請
負
人
、
運
上
銀
相
納
め
稼
ぎ
来
り
、

是
れ
迄
江
戸
・
大
坂
明
岩
売
買
会
所
之
あ
る
所
、
捌
け
方
宜
し
か

ら
ざ
る
に
付
き
、
京
堺
両
所
に
も
会
所
壱
ケ
所
づ
つ
相
立
四
ケ
所

共
町
触
れ
有
之
様
願
出
候
付
、
会
所
に
て
是
迄
通
り
可
令
売
買
の

旨
、
町
中
相
触
ら
る
べ
候

　
閉
　
日
本
一
の
生
産
量
を
誇
っ
た
豊
後
明
欝

　
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
森
藩
へ
の
運
上
銀
は
三
百
三
〇
枚
（
約
一

四
貫
Ｔ
几
○
匁
）
に
増
加
し
た
。
同
年
に
は
前
記
信
州
明
君
の
「
脇
売
」

禁
止
に
続
き
、
箱
根
明
君
の
脇
売
り
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

翌
年
に
は
、
に
は
明
君
会
所
保
護
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、
宝
暦
一
三
年

幕
府
勘
定
奉
行
や
日
田
役
所
に
差
し
出
し
た
報
告
「
書
上
控
」
の
中
に

概
路
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
最
大
供
給
量
二
七
万
一
〇
〇
〇
斤
、
内
豊
後
明
君
一
六
万
斤
で
全
量

の
約
五
九
％
で
、
こ
れ
は
寛
保
年
間
後
の
唐
明
君
の
輸
入
禁
止
が
働
い

て
明
岩
市
場
の
ほ
ぼ
七
〇
％
に
達
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
別
の
記
録
で
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
野
田
村
明
岩
山
年
季
継
、

備
前
単
独
名
義
で
四
七
ケ
年
季
二
Ｉ
貫
八
四
匁
。
国
内
生
産
高
は
二
〇

万
斤
（
万
一
〇
ト
ン
）
で
あ
っ
た
。
生
産
地
は
速
見
郡
鶴
見
村
（
森
藩

領
）
七
万
斤
、
速
見
郡
野
田
村
（
幕
府
頗
）
七
万
斤
、
薩
摩
三
～
五
万

斤
、
肥
前
島
原
一
万
斤
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
豊
後
の
ニ
ケ
村
で

全
国
の
生
産
量
の
七
〇
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
名
実
共
に
日
本

一
の
明
岩
生
産
地
で
あ
っ
た
。
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
儀
左
衛
門
は
、

村
方
支
配
が
良
好
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
褒
美
銀
五
枚
下
賜
さ
れ
る
。

　
㈲
　
明
僣
山
の
度
重
な
る
自
然
災
害

　
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
脇
儀
助
か
、
森
藩
に
明
岩
山
の
請
負
を
返

上
し
た
の
で
森
藩
の
手
山
（
直
営
）
に
な
っ
た
が
、
二
年
後
の
天
明
八

年
に
再
び
儀
前
］
に
運
上
銀
一
〇
〇
枚
（
四
貫
三
〇
〇
目
）
で
請
け
負
わ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
宝
暦
九
年
の
三
分
の
一
に
相
当
し
た
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
自
然
災
害
が
あ
っ
た
。
天
明
七
年
（
一
八
三
六
）

長
雨
の
大
打
撃
を
受
け
た
。
そ
の
う
え
よ
く
翌
々
年
に
は
山
汐
の
た
め

明
岩
地
場
や
稼
ぎ
小
屋
が
押
し
流
さ
れ
る
災
害
に
あ
っ
た
。

　
天
明
九
年
後
、
フ
几
世
紀
半
ば
ま
で
の
災
害
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

災
害
続
き
の
た
め
に
文
化
九
年
野
田
村
明
岩
山
は
年
季
継
は
無
年
季
と

な
っ
た
。
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天
保
一
〇
年
前
後
に
は
、
明
署
は
例
年
の
四
分
の
一
の
生
産
量
に
過

ぎ
ず
、
資
金
難
も
加
わ
っ
て
会
所
引
退
で
利
益
は
少
な
く
、
山
元
は
困

窮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
㈲
　
幕
府
の
改
革
と
明
僣
山
を
め
ぐ
る
争
論

　
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
幕
府
は
、
天
保
の
改
革
を
開
始
、
そ
の

一
環
と
し
て
諸
物
価
の
引
き
下
げ
を
名
目
に
株
仲
間
や
問
屋
組
合
を
解

別府地方の自然災害のあしあと（天明～安政年間）

天明９年（1789） 山汐、明居地場・稼小屋流出

文化元年（1804） 大洪水

天保７年（1836） 長雨のため凶作、うえ死する者有り

//　9年（1838） 大洪水、山汐のため明岩地場、稼小屋流出

嘉永３年（1850） 大風雨、凶作

//　5年（1853） 大洪水、平田川・春木川・境川大出水

安政元年（1854）
大地震、ｎ月５日より６日、７日、13日と

続き被害甚大

//　2年（1855） 大洪水、被害多し

〈資料　自然災害のあしあと〉

散
さ
せ
、
商
人
の
自
由
な
取

引
を
許
可
す
る
株
仲
間
解
散

令
を
発
し
た
。
こ
れ
に
と
も

な
い
天
保
一
四
年
（
一
八
四

三
）
幕
府
は
、
明
肩
会
所
に

対
し
て
運
上
御
免
の
ふ
れ
を

出
し
、
専
売
の
特
権
を
削
ぎ

諸
国
明
肩
山
の
直
売
を
許
し

た
の
で
明
肩
が
市
場
に
出
ま

わ
っ
た
。

　
脇
儀
右
衛
門
は
、
野
田
村

の
御
料
（
天
領
）
預
か
り
大

名
で
あ
る
肥
前
島
原
藩
を
通

の
願
い
を
差
し
出
し
た
。
脇
氏
が
経
営
す
る
野
田
村
明
岩
山
を
持
つ
野

田
村
も
地
元
村
方
で
明
岩
を
直
接
生
産
販
売
し
て
小
物
成
（
雑
税
）
を

上
納
し
た
い
と
所
管
の
高
松
代
官
所
に
願
い
を
出
し
、
併
せ
て
経
営
権

の
返
還
を
求
め
る
嘆
願
書
を
出
し
た
。
森
藩
で
は
、
鶴
見
村
明
岩
山
を

藩
領
頭
成
町
（
豊
岡
）
の
和
泉
屋
専
左
衛
門
に
請
負
わ
せ
藩
の
直
営
に

し
た

　
な
お
、
こ
の
直
後
の
天
保
一
五
年
こ
ろ
か
ら
は
脇
氏
は
明
岩
販
売
を

受
け
持
つ
近
江
屋
五
郎
兵
衛
と
借
入
金
の
こ
と
で
対
立
し
、
高
松
代
官

所
の
仲
介
を
仰
い
だ
。
製
品
直
売
禁
止
と
な
っ
た
が
、
結
局
は
代
官
所

の
示
談
内
済
の
指
示
に
従
い
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六
年
ぶ
り
の
解

決
で
あ
っ
た
。

　
次
の
年
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
、
流
通
上
の
混
乱
を
招
き
か
え
っ

て
物
価
が
高
騰
し
た
と
し
て
株
仲
間
再
興
令
が
出
さ
れ
、
安
政
二
年

二
八
五
五
）
に
は
再
び
明
岩
会
所
が
再
興
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
運

上
銀
は
、
三
ケ
年
季
銀
五
〇
両
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
安
政
五
年
請
負

年
季
継
ぎ
ス
‥
）
ヶ
年
季
で
薩
摩
会
所
と
と
も
に
同
額
の
七
二
両
と
な
っ

た
。

　
�
　
明
治
維
新
と
明
僣

　
明
治
維
新
と
な
り
明
岩
製
造
事
業
が
県
の
管
轄
に
移
る
こ
と
と
な
っ

し
て
野
田
山
の
明
岩
の
直
売
　
　
た
。
県
は
、
幕
末
に
森
藩
の
明
岩
山
の
山
奉
行
で
あ
っ
た
岩
瀬
謙
吾
氏
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を
御
用
掛
と
し
て
明
君
事
業
を
継
承
さ
せ
た
。
定
か
で
は
な
い
が
、
明

治
元
年
（
一
八
六
八
）
明
君
製
造
事
業
に
か
か
わ
っ
て
新
政
府
へ
運
上

金
七
二
両
を
拠
出
し
、
翌
年
、
翌
々
年
に
も
地
元
運
上
金
と
し
て
Ｉ
〇

両
八
百
文
を
拠
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

に
は
請
負
年
季
継
で
Ｉ
〇
ケ
年
季
で
全
一
〇
円
八
〇
銭
で
あ
っ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　
明
治
新
政
府
に
な
っ
て
明
君
製
造
の
地
場
に
は
地
券
誼
が
下
付
さ
れ

役
場
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
治
六
年
（
一
八

七
三
）
明
治
政
府
の
鉱
山
王
官
制
の
方
針
を
表
し
た
日
本
坑
法
が
発
布

さ
れ
、
当
該
地
七
ヵ
所
が
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
な
ど
の
こ
と
も
お
こ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鉱
区
の
概
念
も
確
立
し
、
こ
れ
を
政
府
か
ら
の
借

区
と
し
た
が
、
一
五
ヵ
年
を
期
限
に
請
負
稼
と
し
譲
渡
は
禁
止
さ
れ
た
。

又
、
維
新
政
府
の
一
支
柱
で
あ
っ
た
上
地
所
有
に
優
先
権
を
与
え
た
が

か
か
る
土
地
所
有
と
鉱
山
の
所
有
と
の
分
離
は
地
租
改
正
条
例
の
交
付

を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
野
田
村
宇
谷
は
廃
坑
と
な
り
、
休
山
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
残
る
中
山
、
古
敷
の
二
七
六
七
坪
で
営
業
を
継

続
し
た
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
明
君
製
造
地
場
と
し
て
継
続
願

を
出
し
、
同
三
七
年
六
月
ま
で
一
五
ケ
年
許
可
さ
れ
た
。
明
治
二
三
年

鉱
区
出
願
の
採
否
基
準
と
し
て
「
先
願
主
義
」
が
認
め
ら
れ
、
鉱
業
権

の
永
久
権
化
が
う
た
わ
れ
て
い
る
鉱
業
条
例
が
発
布
さ
れ
た
。
明
治
二

五
年
（
一
八
九
二
）
明
肩
は
鉱
業
条
例
の
範
囲
外
と
し
て
仮
坑
区
券
を

返
納
し
た
。

　
翌
二
六
年
明
肩
製
造
場
所
の
私
有
地
払
い
下
げ
願
い
を
大
分
県
に
提

出
す
る
。
明
治
二
九
年
重
ね
て
拝
借
願
い
を
提
出
し
五
月
に
許
可
さ
れ

る
。
五
ヵ
年
間
借
地
料
一
年
六
九
銭
コ
厘
を
上
納
し
た
。
明
治
三
〇
年

特
許
権
共
有
之
証
（
地
券
）
を
発
行
し
、
湯
の
花
生
産
に
関
わ
る
制
約

を
し
た
。
明
治
三
四
年
）
か
ら
同
三
八
年
三
月
ま
で
借
地
料
一
年
八
九

銭
を
上
納
し
た
。

　
�
　
ま
と
め

　
　
明
肩
製
造
の
経
営
状
態
は
、
施
設
設
備
に
か
か
わ
る
先
行
投
資
、

運
営
に
か
か
わ
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
、
唐
明
肩
の
輸
入
量
や
自
然
災

害
な
ど
の
条
件
≒
よ
る
こ
と
が
多
く
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
当
時
、

鎖
国
と
は
い
っ
て
も
中
国
と
は
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
。
中
国
か
ら
輸

入
す
る
明
肩
を
唐
明
肩
と
呼
び
国
内
産
の
も
の
を
和
明
肩
と
呼
ん
で
区

別
し
て
い
た
。

　
寛
文
六
年
以
降
、
鶴
見
村
お
よ
び
野
田
村
で
生
産
さ
れ
る
明
肩
が
多

量
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
輸
入
さ
れ
た
唐
明
肩
と
競
争
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
鶴
見
・
野
田
明
肩
山
の
明

岩
生
産
も
順
調
に
進
ん
だ
が
、
品
質
の
良
し
悪
し
と
唐
の
大
量
な
輸
入
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に
よ
り
値
崩
れ
し
、
経
営
が
不
振
を
極
め
享
保
年
間
の
初
め
に
は
製
造

を
中
止
し
、
っ
い
に
は
休
出
に
お
い
こ
ま
れ
た

　
そ
の
後
、
脇
儀
助
（
小
浦
村
庄
屋
）
享
保
一
〇
年
鶴
見
村
明
岩
山

（
森
藩
）
を
、
同
工
一
年
野
田
村
明
岩
山
（
幕
府
頗
）
を
請
け
負
い
生

産
を
再
開
し
品
質
改
良
に
取
り
組
み
中
国
産
よ
り
も
上
質
の
明
岩
製
造

に
成
功
し
た
。

　
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
の
国
内
生
産
高
は
二
〇
万
斤
（
約
こ
Ｉ

〇
ト
ン
）
、
速
見
郡
鶴
見
村
森
藩
顛
七
万
斤
、
野
田
材
幕
府
鎖
七
万
斤
、

豊
後
二
村
で
全
国
の
生
産
高
の
七
〇
八
Ｉ
セ
ン
ト
を
占
め
名
実
と
も
に

日
本
一
の
明
君
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
長
田
弘
通
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
野
田

村
で
は
山
手
代
が
万
人
、
裕
子
が
二
二
人
い
た
。
相
子
の
一
日
の
給
銀

は
米
一
升
・
み
そ
四
五
升
で
あ
っ
た
。
出
手
代
は
年
間
銀
五
〇
〇
匁
で

相
子
と
同
量
の
米
・
み
そ
が
支
給
さ
れ
た
。
三
四
八
七
五
斤
の
明
岩
を

生
産
す
る
の
に
要
し
た
費
用
は
、
給
銀
米
等
一
六
賃
八
九
〇
匁
、
道
具

類
七
賃
七
八
八
匁
、
灰
・
薪
七
二
Ｉ
匁
、
運
賃
一
貫
八
〇
〇
匁
、
運
上

目
欽
一
五
貫
六
二
七
匁
、
そ
の
他
二
貫
八
〇
〇
匁
（
す
べ
て
銀
）
製
品

七
五
斤
ず
っ
か
ま
す
に
詰
め
ら
れ
小
浦
（
現
日
出
町
豊
岡
）
や
古
市

（
亀
川
）
に
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
船
で
大
阪
の
明
岩
会
所
へ
送
ら
れ
た
。

　
豊
後
明
岩
が
全
国
市
場
を
独
占
し
始
め
た
の
は
享
保
以
降
で
あ
る
が
、

明髪製造の運上銀上納の推移

年　　代 こ　　　と　　　が　　　ら
寛文6（1666）

元禄10（1698）

享保2（1717）

　/y　4（1719）

　μ　１（1722）

　･･10（1725）

　･･12（1727）

　･･14（1729）

　･･15（1730）

　/･16（1731）

　･･17（1732）

　･･20（1735）

寛保3（1743）

宝暦8（1758）

　//　9（1759）

　･･10（1760）

　･･13（1764）

明和4（1767）

安政元（1772）

天明2（1782）

照湯山で明岩製造に成功する

　　１年季　12貫目

　　多額の運上銀上納、脇儀肋野田村山明岩山で明岩の製造を始める

　　売れ行き悪く休山する

　　休山・荒廃

　　休出

　　　　　森藩へ５ケ年季運上銀年３貫目上納

　　日田代官に５ケ年季２貫644匁、地場再興

　　格別相増上納を条件に、唐明岩の輸入差し止めを訴える

　　５貫200匁を幕府への運上銀として上納

　　　　　森藩10ケ年季銀300枚、運上銀増もゆるやかであった

　　10ケ年季　12貫900匁

江戸・大坂へ明岩会所設立、明君専売の道が開かれた

　　10ケ年季　14貫684匁、野田村明岩山幕府への上納

14貫684匁から20貫684匁へ上積上納

京都・堺の２ヵ所明岩会所を増設、明岩会所４ケ所となる。

　　　　　森藩の運上銀300枚（14貫190匁）

明岩会所保護令廃止

全国27万1000斤の内　豊後明岩16万斤、70％占める

　　野田村明岩山年季　47ケ年季　21貫884匁

森藩７万斤、野田村７万斤、薩摩３～５万斤、島原１万斤

　　　　　鶴見村明岩山の請負、10年季銀100枚

薩摩明岩会所を新設した、薩摩・豊後の30貫の運上銀を接分し15貫目

ずつ上納
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和
明
屏
の
品
質
向
上
、
唐
明
暑
の
輸
入
を
差
留
め
、
明
岩
会
所
の
設
立

な
ど
に
よ
る
販
売
の
独
占
許
可
に
よ
り
豊
後
明
鸞
生
産
は
順
調
に
発
展

を
遂
げ
、
当
時
脇
儀
助
・
近
江
屋
は
膨
大
な
利
益
を
得
た
と
い
う
。
し

か
し
、
製
造
を
受
け
持
つ
山
元
と
販
売
を
引
き
受
け
る
問
屋
と
の
対
立

や
地
方
商
人
の
台
頭
、
明
鸞
生
産
の
普
及
な
ど
に
よ
り
山
運
営
も
複
雑

な
様
相
を
呈
し
た
。

　
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
幕
府
は
諸
物
価
の
引
き
下
げ
を
図
り
、

都
市
商
業
を
独
占
す
る
株
仲
間
や
問
屋
組
合
を
解
散
さ
せ
て
商
人
の
自

由
な
取
引
を
許
可
す
る
天
保
の
改
革
を
断
行
し
た
。
豊
後
明
鸞
は
大
き

日出町小浦港

な
試
練
の
時
期
を
迎
え
た
が

嘉
永
四
年
幕
府
は
改
革
に
失

敗
し
て
株
仲
間
や
問
屋
組
合

を
再
興
さ
せ
、
再
び
許
可
事

態
は
旧
に
復
し
た
。

　
明
治
を
迎
え
明
僣
生
産
は

生
産
コ
ス
大
局
や
ヨ
ー
ロ
。

パ
か
ら
化
学
薬
品
の
輸
入
な

ど
で
次
第
に
衰
え
始
め
現
代

へ
と
あ
ゆ
み
を
進
め
た
。
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