
江
戸
時
代
の
砂
糖
に
つ
い
て

相
武
台
高
校
　
　
鍵
和
田

　

武

　

彦

一　

は
じ
め
に

砂
糖
は
今
日
で
は
簡
単
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
調
味
料
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
甘
党
で
あ
る
私
な
ど
は
、
砂
糖
な
し
の
生
活
な
ど
想
像
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
砂
糖
は
、
私
に
と

つ
て
も

（も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
に
と

っ
て
も
）

日
常
的
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
最
近
で
は
肥
満
の
元
凶
の
ご

と
く
目
さ
れ
、
す
こ
ぶ
る
評
判
が
悪
い
と
い
う
側
面
を
も
あ
わ
せ
持

っ
て
い
る
。

今
日
で
は
何
か
と
物
議
を
醸
し
出
し
て
い
る
調
味
料
で
は
あ
る
が
、
翻

っ
て
考

え
て
み
る
と
、
今
日
の
よ
う
に
砂
糖
が

一
般
的
に
な
り
、
何
ら
困
難
も
感
じ
ず

に
日
常
的
に
消
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
歴
史
的
に
見
る

と
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
厳
然
た
る
事
実
と
し
て

横
た
わ

っ
て
い
る
。

日
本
は
、
砂
糖
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
奈
良
時
代
以
降

（台

湾
を
植
民
地
と
し
て
領
有
し
て
い
た
時
期
を
除
い
て
）
、
砂
糖
を
輸
入
に
依
存

し
て
い
た
と
い
う
歴
史
を
持

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
も
言
う
ま
で
も
な
く

依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
江
戸
時
代
の
享
保
期
以
降
、
砂
糖
の
国
産
化
と
い
う
事
業
に
乗
り
出

し
た
人
物
が
い
た
。
川
崎
の
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
で
あ
る
。
彼
は
長
年
に
わ

た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
共
に
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
、
つ
い
に
商
業
ベ
ー

ス
に
乗
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
砂
糖
の
国
産
化
の
過
程

に
お
い
て
、
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
の
果
た
し
た
役
割
を
考
え
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の
砂
糖
の
概
略
を
追
う

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

二
　
砂
糖
の
概
略
史

（江
戸
時
代
以
前
）

（
１
）
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
原
生
地
と

「砂
糖
」
の
発
明

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
原
生
地
に
は
諸
説
あ
り
、
に
わ
か
に
は
門
外
漢
の
私
に
は
決

め
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
以
前
は
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
、
と
い
う
考
え

方
が
通
説
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
時
代
が
あ

っ
た
が
、
今
日
で
は
大
い
に
疑

問
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
最
近
で
は
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア

（南
太
平
洋
の

島
々
）
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
、
こ
こ
で
は

加
工
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、
茎
の
部
分
を
噛
み
、
甘
い
味

を
吸
う
と
い
う
摂
取
法
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
ら
し
い

（関
西
弁
で
は
こ
の
こ
と

を

「
し
が
む
」
と
表
現
す
る
よ
う
で
あ
る
）
。

今
日
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
搾
り
汁
を
煮
詰
め
て
固
形
の
砂
糖
を
発
明
し
た
の
は
、

イ
ン
ド
人
が
最
古
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
、
前
三
二
七
年
に
イ
ン
ド
に
送

っ
た
遠
征
軍
が
、

「
ハ
チ
の
助
け
を
借
り
ず
に
、
葦
の
茎
か
ら
蜜
を

つ
く

っ
て
い
る
」
と
報
告
し

て
い
る
の
が
、
歴
史
上
の
初
見
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「葦
の
茎
」

が

「
サ
ト
ウ
キ
ビ
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
蜂
蜜
し
か
知
ら
な
か

っ
た

世
界
か
ら
来
た
遠
征
軍
に
と

っ
て
、
固
形
の
砂
糖
は
驚
き
の
対
象
で
あ

っ
た
こ

と
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
三
二
ｏ
年
に
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
イ
ン
ド
の
砂
糖

の
こ
と
を

「
石
蜜
」
と
紹
介
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は

「
石
」
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
固
形
物
で
あ

る
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
「後
漢
書
』
に
も
イ
ン
ド
に

「
石
蜜
」
が
存
在

す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
イ
ン
ド
で
発
明
さ
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れ
た
と
い
う
点
は
、
現
時
点
で
は
ま
ず
間
違

い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
は
、
言
語
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
で
、
砂
糖
は
サ
ル
カ
ラ

（
∽
鶴
Ｆ
８
）
と
呼
ば
れ
る
が
、

こ
れ
は
英
語
の
シ
ュ
ガ
ー

（∽
話
Ｒ
）
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ス
ク
レ

（∽
Ｒ
じ

、
ス

ペ
イ
ン
語
の
ア
ス
カ
ル

（＞
∽Ｒ
営
）
、
イ
タ
リ
ア
語
の
ツ
ッ
ケ
ロ

（Ｎ
●
８
Ｆ
８
）
、

ア
ラ
ビ
ア
語
の
ス
ッ
カ
ル

（∽
“
棗
”こ

と
同
系
統
な
の
だ
、
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（２
）
日
本
に
お
け
る

「砂
糖
」
の
初
見
史
料
　
～
奈
良
時
代
～

一
般
的
に
は
奈
良
時
代
の
天
平
勝
宝
六

（七
五
四
）
年
、
鑑
真
が
来
日
し
た

際
に
持

っ
て
き
た
砂
糖
が
日
本
で
最
初
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
多
少
疑
義
が
あ
る
。

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
史
料
は

『唐
大
和
上
東
征
伝
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

鑑
真
が
日
本
に
持

っ
て
行
こ
う
と
し
た
品
物
の
リ
ス
ト
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「
石
蜜

・
庶
糖
等
五
百
余
斤
、
蜂
蜜
十
斜
及
甘
薦
八
十
束
」

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
、
「
石
蜜
」
「薦
糖
」
「
甘
庶
」
な

ど
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
上
述
し
た
よ
う
な
考
え
方
の
大
き
な
根
拠
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

『唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る

リ
ス
ト
は
、
渡
航
に
失
敗
し
た
際
の
持
ち
物
リ
ス
ト
で
あ
り
、
成
功
し
た
と
き

の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
鑑
真
が
砂
糖
を
日
本
に
招
来
し
た
と
い
う
こ
と
は
断

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
渡
航
に
成
功
し
た
際
の
リ
ス
ト
は
、
残
念
な
が
ら
史

料
に
載

っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
し
た
が

つ
て
砂
糖
を
持

っ
て
き
た
可
能
性
ま

で
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
史
料
を
も

っ
て
鑑
真
が
日
本
に
最
初
に
砂
糖
を

招
来
し
た
と
導
き
出
す
こ
と
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
証
を
進
め
て
く
る
と
、
現
在
に
お
い
て
の
確
実
な
史
料
は
、

『東
大
寺
献
物
帳
』
（天
平
勝
宝
八

・
七
五
六
年
）
に
見
え
る

「庶
糖
」
と
い
う

記
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（３
）
平
安
時
代
～
室
町

。
戦
国
時
代
ま
で
の
概
観

平
安
時
代
の
初
期
か
ら

「沙
糖
」
「砂
糖
」
と
い
う
呼
び
名
は
現
れ
て
は
い

た
が
、
安
土
桃
山
時
代
に
至
る
ま
で
、
砂
糖
は
高
価
な
薬
と
し
て
の
位
置
を
保

っ

て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、

一
般
的
な
甘
味
と
し
て
は
甘
葛
煎

（あ
ま
づ
ら
せ
ん
）

が
長
い
間
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「延
喜
式
』
の

「諸
国
貢
進
菓
子
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
東
北
か
ら
九
州
に

い
た
る
二
十

一
カ
国
か
ら
甘
葛
煎
が
中
央
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
全
国
で
生
産

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
清
少
納
言
の

『
枕
草
子
』
（
四
二
段
）

に
は

「あ
て
な
る
も
の

（上
品
な
も
の
）
」
と
し
て

「
削
り
氷
に
あ
ま
づ
ら
入

れ
て
、
あ
た
ら
し
き
金
椀
に
入
れ
た
る
」
と
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

と
て
も

一
般
人
の
口
に
は
お
い
そ
れ
と
は
入
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
時
代
の
新
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
新
仏
教
、
特
に
禅
宗
の
導

入
で
あ
る
。
禅
宗
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
喫
茶
や
、
朝
夕
の
２
回
の
食
事
の
間

に
と
る
軽
食
と
し
て
の
点
心
の
習
慣
に
よ

っ
て
、
砂
糖
を
用
い
た
菓
子
が
上
流

階
層
に
普
及
す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

時
代
は
鎌
倉
時
代
よ
り
少
し
下
る
が
、
往
来
物

（当
時
の
教
科
書
）
に
当
時

の
点
心
の
名
称
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
玄
恵
の

『庭
訓
往
来
』
（
一
三
九
〇

～

一
四
〇
三
年
頃
）
に
は
、
「羊
羹
」
「砂
糖
羊
羹
」
な
ど
の
名
が
見
え
る
の
だ

が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

「砂
糖
」
と
い
う
文
字
の
有
無
で
あ
る
。
今
日
の

我
々
の
常
識
か
ら

い
え
ば
、
「
甘
く
な

い

（砂
糖
が
入

っ
て
い
な

い
）
羊
羮
」

な
ど
は
存
在
し
よ
う
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

『庭
訓
往
来
』
の
記
述
を
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見
る
と
、
砂
糖
を
用
い
て
い
る
も
の
が
、
「砂
糖
羊
羹
」
で
あ
り
、
用
い
て
い

な
い
も
の
は
単
に

「羊
羹
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
砂
糖
が

入

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
名
前
に
必
要
で
あ

っ
た
、
と
い
う
事
実
を
こ
の
こ

と
は
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
必
要
で
あ

っ
た
と

い
う
点
に
ま
だ
ま
だ
砂
糖
は
貴
重
品
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
勘
合
貿
易
に
よ

っ

て
砂
糖
の
輸
入
も
前
代
に
比
べ
て
増
え
た
（と
は
い
っ
て
も
全
体
的
に
見
れ
ば
、

量
的
に
は
ご
く
ご
く
微
量
）
。
こ
の
時
代
の
上
流
階
級
で
は
、
中
国
か
ら
の
渡

来
品
で
あ
る
砂
糖
が
贈
答
品
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
、
砂
糖
は
室
町
時
代
に
お
い
て
も
依
然

と
し
て

一
般
人
に
は
な
か
な
か
手
が
出
せ
な
い
高
級
品
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ

っ
た
日
本
に
劇

的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
が
、
戦
国
時
代
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。
当
時

南
蛮
人
と
呼
ば
れ
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
ス
ペ
イ
ン
人
の
来
航
で
あ
る
。
彼
等

は
鉄
砲
を
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
日
本
史
の
教
科
書
に
は
登
場
す
る
が
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ス
テ
ラ
、
金
平
糖
な
ど
、
砂
糖
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
用
し
た
菓
子
を
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
お
い
て
も
、
実
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
五
五
九

（永
禄
二
）
年
ル
イ
ス

・
フ
ロ
イ
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
許

可
を
得
る
た
め
に
京
都
の
織
田
信
長
の
と
こ
ろ
へ
き
た
際
の
献
上
品
が
、
ガ
ラ

ス
瓶
に
入

っ
た
金
平
糖
で
あ

つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
権

力
者

へ
の
贈
答
品
と
し
て
、
砂
糖
の
塊
の
よ
う
な
菓
子
で
あ
る
金
平
糖
が
十
分

に
価
値
を
持

つ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
ル
イ
ス

・
フ
ロ
イ
ス
が
、
日
本
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
し
た
記
録
が

残

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
甘
い
味
を
人
々
が
好

む
の
と
同
程
度
に
、
日
本
人
は
塩
辛

い
味
を
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
か
、
「
わ
れ
わ
れ

は
砂
糖
や
卵
や
シ
ナ
モ
ン
を

つ
か

っ
て
そ
れ

（パ
ス
タ
等
の
麺
類
を
さ
す
）
を

食
べ
る
。
彼
等
は

（
日
本
人
を
さ
す
）
芥
子
や
唐
辛
子
を

つ
か

っ
て
食
べ
る

（素
麺
の
薬
味
）
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ル
イ
ス

・
フ
ロ
イ
ス
の
目
か
ら
見
て

当
時
の
日
本
人
は
奇
異
に
写

っ
た
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
に
比
較
し
た
記
述
が
な

さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
な
ど
も
砂
糖
が
普
及
す
る
以
前
の
日
本
で
は

必
然
的
に
？
塩
辛

い
味
や
辛

い
味
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
今
日
に
伝
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
余
談
な
が
ら
、
戦
国
時
代
頃
ま
で
の
日
本
で
は
宗
教
的
な
禁
忌
か
ら
鶏

卵
を
食
べ
る
習
慣
が
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
食
品
に
鶏
卵
を
使
う
の
は

南
蛮
食
文
化
の
大
き
な
足
跡
で
あ
り
、
植
物
性
原
材
料
を
基
本
と
す
る
和
菓
子

に
、
唯

一
の
例
外
と
し
て
鶏
卵
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ

る
。

三
　
江
戸
時
代
に
お
け
る
砂
糖
の
国
産
化

へ
の
取
り
組
み

（
一
）
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
試
み

『徳
川
実
紀
』
第
九
篇

「有
徳
院
殿

（吉
宗
）
御
実
紀
付
録
」
巻
十
七
に
砂

糖
に
関
係
す
る
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
長
い
が
全
文
を
こ
こ
に

引
用
す
る
。

沙
糖
も
今
は
。
日
用
か
き
が
た
き
も
の
と
な
れ
ば
。
唐
土
よ
り
来
る
を
ま

た
ず
。
わ
が
国
の
産
を
こ
そ
用
ゆ
べ
け
れ
と
て
。
甘
庶
栽
培
の
法
を
あ
ま

ね
く
尋
も
と
め
給
ひ
し
に
。
享
保
十
二
年
松
平

（島
津
）
大
隈
守
継
豊
が

家
人
落
合
孫
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
。
薩
摩
国
よ
り
い
で
来
り
。
培
殖
の
事
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ど
も
委
申
け
れ
ば
。
其
教
を
う
け
し
め
て
浜
の
御
庭
に
て
作
ら
し
め
給
ひ
。

又
駿
河
。
長
崎
等
の
地
に
も
植
ら
れ
。
延
享
の
は
じ
め
に
は
。
専
ら
こ
の

事
を
沙
汰
し
給
ひ
。
深
見
新
兵
衛
有
隣

（書
物
奉
行
）
等
に
も
仰
下
さ
れ

て
。
天
工
開
物
を
は
じ
め
。
府
誌
。
県
志
等
の
諸
書
よ
り
考
あ

つ
め
ら
れ
。

ま
た
長
崎
に
来
り
し
唐
商
李
大
衡
。
瀞
龍
順
な
ど
に
も
と
は
じ
め
ら
れ
し

か
ば
。
各
製
法
の
事
を
書
て
奉
れ
り
。
吹
上
御
庭
の
下
吏
岡
田
丈
助
某
と

い
へ
る
は
心
き

ゝ
た
る
も
の
に
て
。
や

ヽ
製
法
に
熟
せ
り
。
小
姓
磯
野
丹

波
守
政
武
も
仰
を
請
て
吹
上
に
い
た
り
。
火
候
な
ど
試
し
事
あ
り
し
か
ど
。

そ
の
こ
ろ
は
土
性
に
応
ぜ
ざ
る
ゆ
へ
に
や
。
唐
土
の
ご
と
く
。
多
く
は
出

来
が
た
か
り
し
か
ど
。
寛
政
の
は
じ
め
に
い
た
り
て
は
。
諸
国
と
も
に
多

く

つ
く
り
い
だ
し
。
唐
産
よ
り
も
盛
に
行
は
れ
。
大
師
河
原
な
ど
の
地
に

て
は
。
氷
糖
を
さ
へ
た
や
す
く
製
す
る
事
と
な
り
し
も
。
ま
た
く
此
御
時

の
御
心
を
き
て
の
。
や
う
や
う
あ
ら
は
れ
け
る
に
こ
そ
有
け
れ
。

徳
川
吉
宗
と
い
え
ば
享
保
の
改
革
で
名
高
く
、
万
事
倹
約
を
旨
と
し
た
将
軍

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

『徳
川
実
紀
』
に

よ
れ
ば

「
（砂
糖
は
）
日
用
か
き
が
た
き
も
の
」
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
お
り
、

あ
れ
ほ
ど
贅
沢
を
戒
め
た
吉
宗
に
し
て

「砂
糖
」
を
制
限
す
る
と
い
う
発
想
が

こ
こ
か
ら
は
伺
え
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

宮
崎
安
貞
は

「本
邦
の
貴
賎
財
を
費
や
す
事
尤
も
甚
し
、
是

（甘
庶
を
さ
す
）

を
種
る
事
、
よ
く
其
法
を
伝

へ
作
り
た
ら
ば
、
海
辺
の
暖
国
に
は
必
生
長
す
べ

し
、
若
其
術
を
尽
し
て
、
世
上
に
多
く
作
ら
ば
、
み
だ
り
に
和
国
の
財
を
外
国

へ
費
し
と
ら
れ
ざ
る
、　
一
つ
の
助
け
た
る
べ
し
」
（『農
業
全
書
』

一
六
九
七
年

刊
）
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
、
砂
糖
の
購
入
に
は
莫
大
な
金
が
か
か

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
長
崎
貿
易
に
お
い
て
、
砂
糖
は
日
本
に
持

っ
て
く
る
だ
け
で
価
格
が

約
二
倍
に
跳
ね
上
が
り
、
利
幅
の
大
き
い
品
物
の

一
つ
で
あ
り
、
外
国
船
は
必

ず
積
ん
で
く
る
商
品
で
も
あ

っ
た

（砂
糖
は
船
底
で
バ
ラ
ス
ト
の
役
割
も
果
た

し
て
い
て
、
其
の
点
か
ら
も
外
国
船
は
必
ず
積
載
し
て
い
た
ら
し
い
）
。

以
上
の
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
輸
入
を
制
限
す
る
方
向
で
考
え
る
の
で

は
な
く
、
国
産
化
の
方
向
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
砂
糖
は

「
日

用
か
き
が
た
き
も
の
」
で
あ

つ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

吉
宗
は
、
薩
摩
藩
の
手
を
借
り
、
書
物
を
調
べ
、
唐
商
に
尋
ね
、
江
戸
城
内
の

「浜
の
御
庭
」
や

「吹
上
御
庭
」
な
ど
で
国
産
化

へ
の
試
み
を
始
め
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
「寛
政
の
は
じ
め

（
一
七
八
九
～

一
人
ｏ

一
年
）」
に
は
諸
国

で
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
引
用
し
た

『徳
川
実
紀
』
の
最

後
の
方
に
出
て
く
る

「大
師
河
原
」
で
砂
糖
作
り
に
苦
心
し
て
い
た
の
が
、
池

上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
な
の
で
あ
る
。

（
三
）
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
と
砂
糖
作
り
へ
の
参
画

池
上
家
は
、
大
師
河
原
の
名
主
を
代
々
務
め
て
い
た
名
家
で
あ
る
。
池
上
新

田
の
開
発
が
名
高
い
が
、
代
々
新
田
開
発
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
独
自
の
ノ
ウ

ハ
ウ
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
財
力
と
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
日
で
も

池
上
町
に
そ
の
名
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
著
名
で
あ
る
。

『
池
上
家
由
緒
書
』
に
よ
る
と
、
幸
豊
は
父
の
死
に
よ

つ
て
、
享
保
十
四

（
一
七
二
九
）
年
、
十
二
歳
で
大
師
河
原
の
名
主
を
仰
せ
つ
か

っ
て
い
る
。
幼

年
ゆ
え
辞
退
し
た
が
、
村
中
の
百
姓
等
が
幸
豊
の
亡
父
の
徳
を
慕

っ
て
、
再
三

に
わ
た

つ
て
役
所

へ
願
書
を
提
出
し
た
の
で
辞
退
で
き
ず
に
引
き
受
け
た
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
池
上
家
の
家
記
な
の
で
、
だ
い
ぶ
割
り
引
い
て
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
池
上
家
が
当
地
で
大
き
な
力
を
持

っ

て
い
た
こ
と
の
証
し
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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『新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
七
十

一
に
よ
れ
ば
、

享
保
年
中
始
て
甘
薦
を
植
じ
め
給
ひ
し
と
き
、
当
所

へ
も
そ
の
苗
六
根
賜

は
り
、
名
主
太
郎
左
衛
門

（幸
豊
の
父
を
さ
す
。
）
こ
れ
を
受
て
年
々
種

樹
し
て
製
法
を
試
た
り
…

と
あ
り
、
最
初
の
段
階
か
ら
池
上
家
は
砂
糖
作
り
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

名
高
い
名
主
の
家
で
は
あ

っ
た
が
、
池
上
家
が
何
故
最
初
の
段
階
に
お
い
て

幕
府
か
ら
甘
庶
の
苗
を
与
え
ら
れ
、
砂
糖
作
り
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

（三
）
幸
豊
を
め
ぐ
る
人
々
～
田
村
元
雄

・
成
島
道
筑

・
田
沼
意
次
～

ア
田
村
元
雄

甘
薦
栽
培
に
池
上
幸
豊
が
か
か
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
き

っ
か
け
は
、
田
村
元

雄

（藍
水
）
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
元
雄
は
、
代
々
の
医
家
で
、
本

草
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
平
賀
源
内
の
師
で
も
あ

っ
た
。
彼
は
当
時
砂
糖
作
り

に
長
年
に
わ
た

っ
て
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
製
法
を
完
成
さ
せ
た

（後
で
記

す
よ
う
に
改
善
の
余
地
が
あ

っ
た
方
法
の
よ
う
で
あ
る
）
の
で
あ
る
が
、
医
者

で
あ
る
こ
と
か
ら
事
業
化
を
断
念
し
、
門
弟
で
あ

っ
た
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊

を
幕
府
に
推
挙
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

幸
豊
自
身
は
新
田
開
発
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
当
初
は
余
り
乗
り
気
で
は
な

か

つ
た
よ
う
で
あ
り
、
幕
府
の
命
で
あ
る
か
ら
仕
方
な
く
取
り
組
む
の
だ
、
と

い
う
よ
う
な
様
子
で
あ

っ
た
。
こ
の
辺
り
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、　
一
七
六

一

（宝
暦
十

一
）
年
の
幸
豊
の
覚
書
に
詳
し
い
。

（前
略
）
尤
も
拙
者
方
よ
り
相
望
候
て
願
申
事

二
て
は
無
御
座
候
、
新
田

開
発
に
懸
り
合
居
な
か
ら
、
又
外
事

二
手
ヲ
出
シ
申
様

二
も
被
為
思
召
候

て
ハ
迷
惑
仕
候
、
乍
然
甘
薦
を
作
候
事
、
凡
廿
年
計
以
前
よ
り
心
掛
ケ
申

候
分
ケ
ハ
、
薦

ハ
海
浜

二
宜
物
と
承

二
付
、
海
辺
新
田
を
心
掛
申
身

二
は

一
方
之
助

二
も
相
成
、
（下
略
）

つ
ま
り
、
自
分
と
し
て
は

（海
辺
の
）
新
田
開
発
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
上
砂
糖
作
り
も
と
い
う
の
は

「迷
惑
」
と
し
な
が
ら
も
、
甘

庶
は
海
浜
に
良

い
も
の
と
聞

い
て
い
る
の
で
新
田
開
発
の

一
助
と
な
れ
ば
と
、

い
う
こ
と
か
ら
取
り
組
む
の
だ
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
門
の
平
賀
源
内
の
著
作

『平
賀
鳩
渓
実
記
』
に
は
、
「砂
糖
の
土
地
に
は

砂
場
が
上
品
な
り
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
情
報
を
幸
豊
も
当
然
知

っ

て
お
り
、
先
の
よ
う
な
記
述
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

イ
成
島
道
筑

道
筑
は
、　
一
七
三
七

（元
文
二
）
年
か
ら
江
戸
城
で
奥
坊
主
を
務
め
、
吉
宗

の
侍
講
役
を
担

っ
て
い
た
儒
者
で
あ
る
。
幸
豊
は
彼
か
ら
、
経
世

・
和
漢
の
学

問
を
学
び
、
墾
田
や
農
作
の
仕
法
に
つ
い
て
も
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
歌
人

と
し
て
当
時
著
名
で
あ

っ
た
冷
泉
為
村
の
も
と
に
入
門
で
き
た
の
も

（田
沼
意

次
も
同
門
）
、
道
筑
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
道
筑
の
末
娘
は

一

七
四
七

（延
享
四
）
年
池
上
家
の
養
女
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
結
び

つ

き
に
は
強
い
も
の
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ウ
田
沼
意
次

幸
豊
は
田
沼
邸
に
年
始
の
挨
拶
に
行
っ
た
り
、
砂
糖
作
り
の
実
演
を
屋
敷
で
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行

っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
幸
豊
は
、
意
次
の
家
老
で
あ
る
井
上
寛
司
を
介

し
て
私
的
な
訴
状
を
お
こ
な
い
、
影
響
力
の
行
使
を
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

た
ぶ
ん
に
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

以
上
簡
単
に
三
人
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
物
た
ち
が
幸
豊
の
周
り

に
は
存
在
し
、
彼
が
単
な
る
名
主
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

幸
豊
を
め
ぐ
る
人
々
の
よ
り
詳
細
な
追
及
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
幸
豊
が
当
初
か
ら
砂
糖
作
り
に
関
与
し
た
わ
け

（関
与
で
き

た
？
）
が
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

（四
）
幸
豊
の
砂
糖
作
り

幕
府
か
ら
下
賜
さ
れ
た
甘
薫
の
栽
培
に
取
り
組
む
が
、
元
々
南
国
の
植
物
な

の
で
、
川
崎
の
辺
り
で
の
栽
培
は
困
難
を
極
め
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
栽
培
法

に
つ
い
て
も
試
行
錯
誤
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
七
六
六

（明
和
三
）
年
に
は
、
「稲
毛
川
崎
神
奈
川
の
三
領
に

（甘
薦
を
）

多
く
植
じ
め
け
り
、
明
る
四
年

（伊
奈
）
備
前
守
が
承
り
に
て
再
び
浜
御
庭
の

甘
薫
二
千
茎
を
此
地
に
賜
う
」
（「新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
七
十

一
）
と
あ
る
。

こ
れ
を
分
析
し
た
仙
石
鶴
義
氏
に
よ
る
と
、
明
和
三
年
に
三
領
で
植
え

つ
け
ら

れ
た
甘
薦
は
全
部
で
四
五
二
株
で
、
こ
の
う
ち
芽
立
し
た
の
は
四
三
株
に
過
ぎ

な
い
。
つ
ま
り
歩
留
ま
り
は

一
割
弱
な
の
で
あ
る
。
理
由
と
し
て
は
、
栽
培
法

が
確
立
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
や
、
海
浜
で
栽
培
し
て
い
た
の
で
、
土
壌
の
塩

抜
き
が
十
分
で
な
か

っ
た
こ
と
、
気
候
が
寒
い
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
歩
留
ま
り
は
大
変
悪
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
砂
糖
は
高
価
な
商
品
で

あ

っ
た
の
で
、
こ
れ
で
も
利
益
が
で
る
の
で
あ
る
。
そ
の
高
値
は
驚
く
べ
き
も

の
で
あ
ら
た
、
と

い
え
よ
う
。

さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
田
村
元
雄
が
完
成
し
た
と
い
う
砂
糖
製
法
は
、
実

は
未
完
成
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
こ
の
辺
り
の
事
情
も
幸
豊
が
砂
糖
作
り
に
当
初

は
消
極
的
で
あ

っ
た

一
因
の
よ
う
で
あ
る
。

「砂
糖
製
法
勘
弁
」
に
よ
れ
ば
、

田
村
氏
伝
法
ヲ
以
後
数
度
製
候
得
共
真
物
出
来
不
申
候

と
あ
る
。
し
か
し
同
じ
史
料
に
明
和
二
年
の
夏
に
幸
豊
が
出
会

っ
た
町
医
者
の

河
野
三
秀
と
い
う
人
物
が
、
砂
糖
の
製
法
を
完
成
し
て
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
両
者
の
間
で
主
導
権
争
い
の
様
な
こ
と
が
あ

つ
た
よ
う
だ
が
、
話
し

合
い
で
幸
豊
が
砂
糖
作
り
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
河
野
は
こ
の
事
業
か
ら
降
り

て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
現
時
点
で

は
追
求
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
後
考
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

河
野
が
完
成
し
た
製
法
は
従
来
の
も
の
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ

っ
た
。
従
来

の
製
法
は
、
甘
庶
か
ら
黒
砂
糖
を
経
て
、
自
砂
糖
に
精
製
す
る
と
い
う
工
程
を

た
ど

っ
た
が
、
河
野
の
方
法
は
黒
砂
糖
を
経
る
こ
と
な
く
い
き
な
り
白
砂
糖
を

精
製
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

（も
ち
ろ
ん
黒
砂
糖
も
作
る

こ
と
が
で
き
る
）
。

こ
の
よ
う
な
製
法
に
出
会

っ
た
幸
豊
の
砂
糖
作
り
は
、
こ
こ
に
大
き
く
前
進

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
ｃ

池
上
家
に
伝
わ
る

「
和
製
砂
糖

一
件
御
用
相
勤
来
候
由
緒
書

（写
）
」
に
よ

れ
ば
、一　

同
年

（明
和
三
年
）
十

一
月
中
、
砂
糖
御
見
届
ケ
為
御
用
、
御
若
年

寄
田
沼
主
殿
頭

（意
次
）
様
御
屋
敷

へ
被
召
出
、
於
御
書
院
御
庭

ニ
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甘
庶
絞
立
、
同
所
御
縁
側
二
て
終
日
製
法
被
仰
付
候
間
、
白
黒
砂
糖

共
製
造
仕
奉
入
御
覧
候
事

（前
略
）
先
達
て
製
造
之
砂
糖
　
田
沼
主
殿
頭
様
よ
り
被
為
遊
御
献

備
二
候
処
　
上
々
様

（将
軍
家
治
）
二
も
甚
御
喜
悦
二
て
、
和
国
無

双
之
御
重
宝
と

一
段
二
被
思
召
候
間
、
猶
又
不
怠
出
精
製
作
致
候
様

可
申
聞
旨
、
御
老
中
松
平
右
近
監
様
御
下
知
之
趣
二
付
、
（下
略
）

つ
ま
り
幸
豊
は
、
田
沼
意
次
の
屋
敷
で
終
日
砂
糖
作
り
を
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら

に
そ
の
砂
糖
が
将
軍
に
献
上
さ
れ
、
「和
国
無
双
之
御
重
宝
」
と
ま
で
激
賞
さ

れ
る
に
至

つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
は
、
日
本
に
お
け
る
砂
糖
作
り
の
パ
イ
オ
ニ

ア
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

幸
豊
は
、
会
得
し
た
砂
糖
の
製
法
を
独
占
す
る
こ
と
な
く
、
諸
国
に
伝
授
し

よ
う
と
幕
府
に
願
い
出
、
老
年
で
あ

つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
地

へ
精
力
的

に
出
か
け
て
い
る
。
も

っ
と
も
伝
授
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
幕
府
と
の
や
り
取

り
の
中
で
随
分
と
削
ら
れ
、
思

つ
た
よ
う
に
は
事
が
運
ば
な
か

っ
た
の
で
あ
る

が
…

（新
田
開
発
の
莫
大
な
費
用
の
助
け
に
と
の
思
い
は
あ

っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
）
。
し
か
し
必
ず
し
も
金
儲
け
と
か
、
名
声
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
の

こ
と
だ
け
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
史
料
の
中
に
以
下
の
よ
う
な

一

節
が
あ
る
。

（前
略
）
砂
糖
製
法
致
覚
候

ハ
ハ
御
国
益

二
可
相
成
儀

二
付
、
御
植
付
甘

薫
苗
頂
戴
仕
度
旨
申
上
候
処
、
（後
略
）

（傍
線
筆
者
）

注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
出
て
く
る

「御
国
益
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
川
崎

の
名
主
の
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
が
、
「
国
益
」
と
い
う
視
点
を
持

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
も
追
求
す
べ
き
大
き
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
も
は
や
筆
者
の

限
界
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

現
在
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
は
、
川
崎
区
に
あ
る
汐
留
稲
荷
神
社
に
、
池
上

太
郎
左
衛
門
幸
豊
命
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
今
日
ま
で
そ
の
業
績
は
伝
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

興
味
関
心
の
赴
く
ま
ま
に
記
述
を
進
め
、
論
述
も
か
な
り
荒
い
も
の
と
な

っ

て
お
り
、
い
い
と
こ
ろ
の
み
を
食

い
散
ら
か
し
た
感
が
強
い
こ
と
は
、
自
分
が

一
番
良
く
わ
か

っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
今
後
は
よ
り
精
級
に
、
地
道
に
勉

強
を
続
け
て
い
く
し
か
な
い
と
思

っ
て
い
る
。
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
余
り
に

も
多

い
わ
け
で
あ
る
が
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
い
け
ば
以
下
の
よ
う
な
点

に
な
る
だ
ろ
う
。

①
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
の
砂
糖
作
り
と
、
ほ
か
の
地
域
と
の
か
か
わ
り
あ

い
方
の
有
無
と
そ
の
追
求
。

②
砂
糖
の
生
産
量
の
変
化
と
、
価
格
と
の
連
動

・
推
移
に
つ
い
て

（輸
入
量

の
変
化
と
も
か
ら
め
て
）。

③
砂
糖
の
具
体
的
な
生
産
方
法

（他
の
地
域
と
の
比
較
も
含
め
て
）
。

④
江
戸
幕
府
の
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
。

⑤
池
上
太
郎
左
衛
門
幸
豊
を
め
ぐ
る
人
々
に
つ
い
て

（例
え
ば
平
賀
源
内
や

田
沼
意
次
等
）。

⑥
砂
糖
国
産
化
の

（歴
史
的
）
意
義
。
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こ
れ
以
外
に
も
課
題
や
追
求
す
べ
き
テ
ー
マ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
少
し

ず

つ
で
も
よ
い
か
ら
、
着
実
に

一
歩
ず

つ
前
進
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
ｃ
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