
ま
ず
最
初
に
自
然
塩
を
復
活
さ
せ
た
の
は

福
井
集
落
の
人
た
ち
。
海
水
を
そ
の
ま
ま
釜

焚
き
し
て
い
く
昔
な
が
ら
製
法
で
あ
る
。
塩

の
専
売
制
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
島
で
消
費

す
る
塩
は
島
の
人
の
手
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
昔
懐
か
し
い
塩
を
復
活
さ
せ
よ
う
と

有
志
が
集
ま
り
、
釜
焚
き
が
始
ま
っ
た
の
は

六
年
前
。
本
格
的
に
売
り
出
そ
う
！
　
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
一
杯
飲
み
な
が
ら
塩
で

も
つ
く
ろ
う
か
、
み
た
い
な
ノ
リ
だ
っ
た
。

一
方
、
海
士
町
で
は
第
三
セ
ク
タ
ー
「
㈱

ふ
る
さ
と
海
士
」
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
自

然
塩
づ
く
り
を
構
想
。
本
格
的
に
稼
動
し
た

の
は
昨
年
五
月
で
あ
る
。
製
塩
所
が
あ
る
の

は
保ほ

々ぼ

見み

集
落
、
日
本
名
水
百
選
に
選
ば
れ

た
「
天て
ん

川が
わ

の
水
」
が
流
れ
込
む
保
々
見
湾
に

面
し
て
建
て
ら
れ
た
。
イ
ワ
ガ
キ
の
養
殖
地

で
も
あ
る
保
々
見
湾
は
島
内
で
も
海
水
が
き

れ
い
な
エ
リ
ア
で
ミ
ネ
ラ
ル
も
豊
富
で
あ
る
。

自
然
塩
の
原
料
と
し
て
最
適
の
海
水
を
目
の

前
の
海
か
ら
取
水
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。

海
水
を
煮
詰
め
て
水
分
を
飛
ば
し
て
い
け

ば
塩
は
つ
く
れ
る
が
、
効
率
よ
く
製
塩
す
る

た
め
、
通
常
は
ま
ず
、
塩
分
濃
度
を
高
め
た

「
か
ん
水
」
を
つ
く
る
。
そ
の
方
法
は
製
塩

所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
海
士
町
の

場
合
は
枝
条
架
式
を
導
入
し
た
。
竹
の
細
い

枝
を
束
ね
た
粗そ

朶だ

を
タ
ワ
ー
状
に
吊
る
し
、
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本
誌
編
集
部

自
然
塩
の
復
活
か
ら
始
ま
っ
た

崎
集
落
の
梅
干
づ
く
り

島
の
歴
史
が
あ
っ
て
こ
そ
の

自
然
塩
づ
く
り

塩
の
食
文
化
を
見
直
そ
う

公
民
館
の
前
に
あ
る
広
場
に
集
落
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。
今
日
は
梅
干
づ
く
り

の
作
業
日
、
塩
漬
け
用
の
瓶
や
土
用
干
し
に
使
う
ザ
ル
を
洗
っ
て
い
た
。
こ
こ
は
海
士

町
・
中
ノ
島
の
南
端
、
崎
集
落
で
あ
る
。
崎
集
落
で
梅
干
の
加
工
が
始
ま
っ
た
の
は
二
年

前
の
こ
と
。
き
っ
か
け
は
島
で
復
活
し
た
自
然
塩
づ
く
り
で
あ
る
。



しま 206  2006.8

タ
ワ
ー
の
頂
点
か
ら
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
し
た
海

水
を
流
下
さ
せ
る
。
粗
朶
を
つ
た
っ
て
海
水

は
ゆ
っ
く
り
と
流
下
す
る
た
め
、
こ
の
間
に

風
に
さ
ら
す
こ
と
で
水
分
を
飛
ば
す
と
い
う

仕
組
み
だ
。
海
水
の
塩
分
濃
度
は
約
三
％
だ

が
、
枝
条
架
を
通
す
こ
と
で
塩
分
濃
度
約
一

〇
％
の
か
ん
水
を
つ
く
っ
て
い
る
。

こ
の
か
ん
水
を
釜
焚
き
し
、
さ
ら
に
水
分

を
飛
ば
し
て
い
く
。
そ
の
熱
源
と
し
て
薪
を

使
っ
て
い
る
の
が
海
士
町
の
特
徴
で
あ
る
。

塩
の
主
成
分
と
な
る
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
や
硫

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
そ
の
他
の
ミ
ネ
ラ
ル
成
分

が
結
晶
化
し
、
最
後
に
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、

塩
化
カ
リ
ウ
ム
と
い
っ
た
ニ
ガ
リ
成
分
が
残

る
。ニ
ガ
リ
を
取
り
除
く
際
、脱
水
機
に
か
け

る
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
機
械
を
使
わ

ず
に
自
然
に
水
分
を
切
り
、
さ
ら
に
天
日
に

干
す
。
こ
れ
が
第
二
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
海
水
と
火
、風
、太
陽
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
る
塩
は
、自
然
あ
っ
て
の
産
物
。そ
れ
ゆ
え

に
お
も
し
ろ
い
し
、難
し
い
と
語
る
の
は「
ふ

る
さ
と
海
士
」
塩
事
業
部
の
田
中
浩
司
さ
ん
。

「
気
温
や
湿
度
に
よ
っ
て
も
塩
の
出
来
具
合

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
塩
を
見
て
い
る
と
そ

の
日
の
湿
度
が
分
か
る
く
ら
い
。
で
す
か
ら

天
候
に
よ
っ
て
釜
焚
き
や
天
日
乾
燥
の
時
間

な
ど
を
工
夫
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
乾

燥
し
す
ぎ
る
と
塩
の
品
質
に
バ
ラ
ツ
キ
が
出

た
り
し
ま
す
か
ら
。
塩
は
生
き
物
と
同
じ
、

日
々
見
て
い
る
と
愛
着
も
わ
い
て
き
ま
す
」

田
中
さ
ん
は
商
品
開
発
研
修
生
と
し
て
東

京
か
ら
島
に
渡
っ
て
き
た
一
人
。
滞
在
中
に

製
塩
事
業
が
立
ち
上
が
る
こ
と
を
知
り
、
こ

の
仕
事
を
あ
え
て
希
望
し
た
。
学
生
時
代
、

神
道
を
研
究
し
て
い
た
田
中
さ
ん
に
と
っ
て
、

塩
は
食
品
と
し
て
よ
り
、
宗
教
と
の
関
わ
り
、

歴
史
の
な
か
で
興
味
が
あ
る
と
い
う
。

「
神
聖
な
場
で
も
使
わ
れ
て
き
た
塩
に
は
、

日
本
人
の
ル
ー
ツ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
冬
、
釜
焚
き

を
し
て
い
る
と
き
、
湯
気
が
あ
た
り
に
た
ち

こ
め
る
さ
ま
を
見
て
い
て
、
国
づ
く
り
の
神

話
を
思
い
出
し
た
り
し
ま
す
ね
。
塩
は
暮
ら

し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
が
、

単
に
食
品
と
し
て
販
売
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
歴
史
的
な
背
景
も
塩
を
介
し
て
表
現
し

て
い
き
た
い
」

こ
こ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
塩
は
後
鳥
羽
上

皇
を
祀
る
隠
岐
神
社
に
も
奉
納
さ
れ
、
包
装

紙
も
一
風
変
わ
っ
て
い
る
。
白
い
シ
ン
プ
ル

な
袋
に
書
か
れ
た
文
字
は「
隠
岐
國
　
海
士

ノ
塩
」、製
塩
所
を「
海
士
御お
ん

塩し
お

司
つ
か
さ

所
ど
こ
ろ

」
と

称
し
て
い
る
の
も
田
中
さ
ん
ら
し
い
。

島
外
の
店
や
ホ
テ
ル
、
歴
史
資
料
館
、
博

物
館
な
ど
に
も
「
海
士
ノ
塩
」
を
卸
し
、
販

路
を
徐
々
に
開
拓
し
て
い
る
が
、
専
売
制
が

廃
止
に
な
っ
て
以
降
、
自
然
塩
の
産
地
が
増

え
て
い
る
た
め
、
販
売
競
争
も
激
し
く
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
浮
上
し
て
き
た
の
が
梅
干
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特集　隠岐・海士町の地域戦略

「ふるさと海士」塩事
業部の田中浩司さん。



の
加
工
。
塩
を
単
品
と
し
て
販
売
す
る
だ
け

で
な
く
、
加
工
に
使
う
こ
と
で
販
売
の
拡
大

を
図
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
狙
い
で
あ
る
。

こ
の
計
画
は
、
あ
る
料
理
研
究
家
と
の
出
会

い
か
ら
始
ま
っ
た
。

料
理
研
究
家
の
名
前
は
中
村
成し
げ

子こ

さ
ん
。

そ
の
土
地
に
あ
る
産
物
を
活
か
し
た
料
理
、

加
工
品
な
ど
を
提
案
し
、
食
を
通
し
た
地
域

づ
く
り
に
も
自
ら
参
加
し
て
い
る
。
島
根
県

仁
多
町
（
現
奥
出
雲
町
）
も
中
村
さ
ん
の
フ

ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
数
回
に
渡
っ
て
通
っ
て

き
て
い
た
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
が
海
士

町
役
場
の
人
た
ち
。
島
で
つ
く
っ
て
い
る
塩

を
活
か
す
ヒ
ン
ト
を
中
村
さ
ん
に
提
案
し
て

も
ら
お
う
と
、
仁
多
町
に
滞
在
中
の
中
村
さ

ん
を
訪
ね
た
。
し
か
し
、中
村
さ
ん
は
多
忙

の
身
、
来
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
う

易
々
と
は
受
け
ら
れ
な
い
。
案
の
定
、
海
士

町
の
要
望
は
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た

が
、
こ
こ
で
諦
め
る
人
々
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
足
繁
く
中
村
さ
ん
の
も
と
を
訪
ね
、

と
う
と
う
拝
み
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

中
村
さ
ん
が
中
ノ
島
に
渡
っ
て
き
た
の
は

二
年
前
の
三
月
の
こ
と
。
福
井
集
落
で
つ
く

っ
て
い
た
塩
を
食
べ
て
も
ら
っ
た
が
、
正
直
、

中
村
さ
ん
の
舌
に
か
な
う
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
か
。
塩
は
イ
マ
イ
チ
だ

っ
た
が
、
中
村
さ
ん
の
こ
こ

ろ
に
響
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
島
の
人
た
ち
の
、
一

所
懸
命
で
温
か
い
も
て
な
し
。

塩
を
つ
く
っ
て
い
る
お
じ
い

ち
ゃ
ん
た
ち
、
料
理
や
お
や

つ
を
持
ち
寄
る
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
、
そ
ん
な
交
流
、
つ

な
が
り
が
中
村
さ
ん
の
琴
線

に
ふ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
島
に

あ
る
ウ
メ
に
着
眼
し
た
中
村

さ
ん
は
梅
干
の
加
工
を
提
案

し
、
そ
の
年
の
六
月
か
ら
準

備
が
始
ま
っ
た
。

原
料
に
す
る
ウ
メ
を
島
の

各
集
落
か
ら
集
め
、
梅
干
に

加
工
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
あ

る
ウ
メ
で
つ
く
っ
た
梅
干
の

出
来
が
一
番
良
か
っ
た
。
そ
の
ウ
メ
を
収
穫

し
た
集
落
を
調
べ
る
と
崎
集
落
と
判
明
。
中

村
さ
ん
は
崎
集
落
を
訪
れ
、
そ
の
風
景
を
見

て
、
梅
干
の
産
地
と
し
て
有
名
な
神
奈
川
県

小
田
原
市
の
そ
れ
に
と
て
も
似
て
い
る
と
気

づ
い
た
と
い
う
。
ウ
メ
の
産

地
に
は
こ
の
崎
集
落
が
適
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
町

で
は
早
速
、
小
田
原
か
ら
南

高
梅
の
苗
木
一
三
〇
本
を
仕

入
れ
、
崎
集
落
で
植
林
作
業

に
着
手
し
た
。

な
ん
と
も
敏
速
な
対
応
、

こ
れ
も
海
士
町
の
底
力
か
。

し
か
し
、
こ
の
梅
干
物
語
に

は
ち
ょ
っ
と
し
た
ウ
ラ
話
が

あ
る
。
各
集
落
か
ら
ウ
メ
を

集
め
る
際
、
役
場
の
職
員
も

助
っ
人
と
し
て
参
加
し
た
。

ウ
メ
の
持
ち
主
に
許
可
を
と

っ
て
集
め
た
は
ず
が
、
崎
集

落
で
は
手
違
い
で
別
の
ウ
メ

の
木
か
ら
収
穫
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
。
実
っ
て
い
た
は
ず

42

梅
干
の
産
地
と
し
て

白
羽
の
矢
が
た
っ
た
の
は
…
…

「海士ノ塩」、
ニガリも販
売している。

天日乾燥を
終えた塩は
手作業でゴ
ミを取り除
いて完成。
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の
ウ
メ
の
実
が
突
如

と
し
て
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
持
ち
主
は

さ
ぞ
か
し
驚
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。「
ウ
メ
泥

棒
が
出
た
ら
し
い
…

…
」
と
集
落
で
は
ウ

ワ
サ
に
な
っ
て
い
た

と
か
。
そ
の
誤
解
は

す
ぐ
に
解
け
た
が
、

間
違
え
て
収
穫
し
て

し
ま
っ
た
ウ
メ
が
結
果
と
し
て
中
村
さ
ん
の

目
に
と
ま
っ
た
。
も
し
、
ウ
メ
の
木
を
間
違

え
な
か
っ
た
ら
梅
干
の
加
工
が
本
格
的
に
始

ま
る
こ
と
も
、
崎
集
落
に
白
羽
の
矢
が
立
つ

こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
島
の
人

の
熱
意
と
、
怪
我
の
功
名
と
も
い
え
る
偶
然

の
賜
物
で
あ
る
。

「
ふ
る
さ
と
海
士
」の
製
塩
所
が
稼
動
し
て

か
ら
は
、
崎
集
落
の
梅
干
加
工
に
は
「
海
士

ノ
塩
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
保
存
料
な
ど
の

添
加
物
を
一
切
加
え
て
い
な
い
た
め
、
塩
分

を
一
八
％
と
高
め
に
し
、
漬
け
込
む
期
間
も

長
く
し
て
三
年
も
の
の
梅
干
に
仕
上
げ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。
二
年
前
に
初
め
て
漬

け
た
梅
干
を
今
年
、
集
落
の
人
た
ち
で
試
食

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
思
っ
た
以
上
の
出
来
だ

っ
た
と
い
う
。

「
昔
の
懐
か
し
い
梅
干
と
い
う
味
で
し
た
。

今
で
は
自
家
用
の
梅
干
も
漬
け
る
人
は
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
植
林
し
た
ウ
メ
の

木
も
大
き
く
な
っ
て
き
て
、
集
落
で
も
梅
干

の
加
工
に
力
を
入
れ
て
い
こ
う
と
い
う
気
運

が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
」

と
語
っ
て
く
れ
た
の
は
崎
集
落
の
仁に
っ

田た

収

さ
ん
。
集
落
に
あ
る
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校

を
梅
干
加
工
の
拠
点
に
し
て
い
こ
う
と
い
う

計
画
も
あ
る
そ
う
だ
。

間
も
な
く
す
る
と
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
ウ
メ

を
漬
け
込
む
作
業
が
始
ま
る
。
植
林
し
た
ウ

メ
の
木
か
ら
ま
だ
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
材
料
に
使
う
ウ
メ
は
小
田
原
か
ら

南
高
梅
を
仕
入
れ
た
。
植
林
し
た
木
が
大
き

く
な
れ
ば
、
島
で
育
て
た
ウ
メ
と
、
島
の
自

然
塩
で
仕
込
ん
だ
梅
干
が
出
来
上
が
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
を
特
産
品
と
し
て
売
り
出

す
こ
と
だ
け
を
目
的
に
は
し
て
い
な
い
。
塩

の
活
用
、
販
路
拡
大
か
ら
始
ま
っ
た
梅
干
づ

く
り
で
は
あ
る
が
、
今
は
塩
を
媒
体
と
し
た

食
文
化
の
形
成
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
昔

懐
か
し
い
梅
干
の
味
が
再
現
し
た
よ
う
に
、

島
の
人
の
日
常
の
食
卓
で
島
の
塩
が
普
通
に

使
わ
れ
て
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
「
島
の

塩
」
と
し
て
活
き
て
く
る
か
ら
だ
。

崎
集
落
の
現
在
の
人
口
は
九
九
世
帯
二
〇

九
人
、
こ
の
内
な
ん
と
六
世
帯
二
四
人
は
Ｉ

タ
ー
ン
者
。
海
士
町
に
よ
る
定
住
促
進
事
業

に
よ
っ
て
島
に
移
住
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。

島
の
な
か
で
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
た
崎
集

落
だ
が
、
集
落
の
人
た
ち
の
ま
と
ま
り
が
よ

く
、
結ゆ
い

の
精
神
が
今
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
崎
集
落
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｉ
タ
ー
ン
者

が
定
住
し
、
梅
干
の
加
工
も
共
同
で
作
業
が

続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

梅
干
づ
く
り
に
は
移
住
者
た
ち
も
参
加
し

て
い
る
。
活
気
が
戻
っ
て
き
た
崎
集
落
、
塩

の
食
文
化
を
発
信
す
る
拠
点
と
し
て
、
ま
た

定
住
促
進
事
業
の
こ
れ
か
ら
を
見
守
る
集
落

と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
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塩
の

食
文
化
を
育
て
る 家屋が軒を連ねる崎集落。


