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宗
子
著

「
農
本
」
主
義
と
「
黄
土
」

|
|
古
代
中
圃
の
聞
護
と
環
境

の
護
生

司

こ
の
童
H

は
、
原
氏
が
一
九
九
四
年
に
愛
表
し
た
『
古
代
中
園
の
問
委
と
環

境
|
|
『
管
子
』
地
員
篇
研
究
|
|
』
の
績
編
で
、
一
九
七
瓦
年
以
来
二

O

O
三
年
の
聞
に
後
表
し
た
一
一
一
一
篇
の
論
文
を
慕
に
統
一
、
整
理
し
、
そ
れ
に
、

「
は
じ
め
に
」
と
「
終
章
」
を
加
え
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
章
立
て
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序

説

第
一
じ
羊

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章
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本

憲

中
国
土
壌
研
究
の
世
界
経
済
史
的
意
義

古
代
の
淫
水
流
域
|
|
幽
風
「
七
月
」
の
世
界

尚
鞍
愛
法
の
環
境
史
的
意
義

「
由
民
本
」
主
義
の
採
用
過
程
と
環
境

「
緩
」
に
つ
い
て
|
|
早
地
農
法
の
愛
生

大
規
模
渠
水
濯
瓶
の
成
立
事
情
と
有
数
性

代
田
法
の
賓
態
と
意
義

『
氾
勝
之
童
日
』
農
法
の
成
立
基
盤
と
「
黄
土
」
の
出
現

第
九
章

|
|
「
草
地
」
扶
如
を
軸
に
|
|

「
大
田
穀
作
」
主
義
の
古
代
的
極
限
ー
ー
す
湾
漢
某
木

臆
「
集
簿
」
か
ら
|
|

終

章

あ
と
が
き

「
は
じ
め
に
」
の
序
説
と
終
章
は
新
稿
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
語
、
書
感

を
述
べ
て
い
こ
う
。
今
日
、
環
境
問
題
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
誰
し

も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
中
岡
の
「
農
本
主
義
」
、
言
い
換
え
れ

ば
虞
大
な
面
積
に
単
一
の
穀
物
を
栽
培
す
る
農
業
様
式
の
「
大
田
穀
作
」
と
、

歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
を
、
各
章
で
述
べ
る
に

あ
た
っ
て
基
本
的
な
原
氏
の
姿
勢
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
農
本
主
義
と
は
為

政
者
が
農
民
を
最
も
税
を
取
り
や
す
い
存
在
に
し
て
お
こ
う
と
し
た
も
の
と

す
る
考
え
も
あ
る
が
、
原
氏
は
こ
れ
よ
り
更
に
重
要
な
問
題
は
養
音
部
門
と

の
結
合
が
脆
弱
な
穀
物
栽
培
の
営
農
方
式
に
あ
っ
た
と
し
、
そ
う
し
て
そ
の

原
因
は
「
黄
土
」
に
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
黄
土
」
に
つ
い
て
の

理
解
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
の
腰
解
の
誤
り
に
、
特
に
円
本
に
お
け
る
「
肥

沃
な
黄
土
」
と
い
う
考
え
の
誤
解
に
つ
い
て
第
一
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、

ま
ず
は
「
黄
土
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

近
年
の
中
園
土
壌
皐
の
髄
系
で
は
、
「
黄
土
」
は
土
壌
呼
稀
と
し
て
で
は

な
く
、
土
壌
を
作
る
材
料
「
土
壌
母
材
」
だ
と
さ
れ
、
一
般
に
日
本
で
「
黄

土
」
と
稽
し
て
い
る
土
に
は
賓
は
様
今
な
種
類
が
あ
り
、
耕
作
地
に
よ
っ
て

性
質
は
異
な
り
、
「
黄
土
は
肥
沃
だ
か
ら
、
多
量
の
水
さ
え
あ
れ
ば
豊
牧
が

得
ら
れ
る
の
で
、
濯
蹴
が
必
然
で
あ
る
」
と
い
っ
た
見
解
は
、
甚
だ
し
い
誤

解
で
あ
り
、
「
黄
土
」
と
み
な
さ
れ
る
険
西
省
の
一
部
に
存
在
す
る
肥
沃
な
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土
は
、
「
自
然
」
に
成
立
し
た
の
で
な
く
、
長
年
の
耕
作
に
よ
っ
て
施
肥
さ

れ
、
土
壌
の
性
質
が
改
善
さ
れ
た
人
震
の
産
物
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

こ
の
貼
で
の
日
本
の
中
園
史
研
究
の
誤
解
の
多
い
こ
と
を
著
者
は
憂
い
、
は

じ
め
に
「
黄
土
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
三
貼
附
言
し
て
い
る
。
第
一
に
、

土
壌
呼
栴
と
し
て
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
「
黄
土
」
と
、
「
黄

f
高
原
に
存

在
す
る
土
」
と
、
自
然
地
理
血
学
的
地
形
呼
栴
と
し
て
の
「
黄
土
原
」
と
に
含

ま
れ
る
「
黄
土
」
と
い
う
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
次
元
の
概
念
で
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
「
黄
土
」
に
関
す
る
誤
解
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
今
日
の
壮
舎

の
諸
問
題
、
と
り
わ
け
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
、
自
然
と

人
間
・
枇
舎
に
閲
す
る
一
定
の
意
識
傾
向
が
閥
興
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら

れ
る
こ
と
。
第
三
に
、
『
史
記
」
貨
殖
列
惇
や
、
『
漢
書
』
地
理
志
に
見
え
る

漠
代
の
閥
中
に
あ
る
肥
沃
な
上
壌
に
つ
い
て
の
記
載
に
つ
い
て
は
否
定
は
し

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
土
は
決
し
て
「
自
然
」
に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
評
債
を
生
ず
る
に
至
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、

中
岡
枇
曾
経
済
史
研
究
の
課
題
の
一
つ
に
し
て
い
く
べ
き
事
を
ニ
一
日
う
。
最
後

に
、
序
説
を
要
約
し
て
、
①
『
管
子
』
が
惇
え
る
政
治
経
済
政
策
の
釘
極

を
な
し
、
中
国
政
治
経
済
政
策
の
主
流
と
な
っ
た
「
中
園
農
本
主
リ
我
」
の
愛

生
過
程
と
そ
の
内
賓
、
意
義
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
②
「
黄
土
は
肥

沃
」
で
な
い
、
と
い
う
事
賓
を
前
提
と
し
て
、
古
代
中
図
の
自
然
環
境
の
賓

態
と
開
愛
過
程
と
を
復
冗
し
て
み
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
意
味
を
讃

み
取
り
う
る
か
を
考
え
る
こ
と
。
③
こ
の
二
黙
の
解
明
を
通
じ
て
、
地
球

と
人
類
と
が
、
持
績
的
に
存
績
し
て
ゆ
く
た
め
の
知
恵
の
何
ほ
ど
か
を
、
中

国
史
の
中
に
探
っ
て
み
る
こ
と
。
と
し
て
い
る
。

第
一
章
の
土
壌
研
究
は
、
今
ま
で
私
が
理
解
し
て
い
た
「
黄
土
」
と
ま
っ

」

た
く
違
う
「
黄
土
」
説
が
土
壌
撃
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
、
基
本
的
に
科
同
学

的
知
識
の
素
養
の
な
い
私
に
と
っ
て
は
大
繁
難
解
な
章
で
あ
る
。
「
肥
沃
な

黄
土
」
と
一
言
、
っ
説
は
ま
っ
た
く
成
り
立
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中

図
土
壌
皐
に
よ
る
「
黄
土
」
は
、
地
表
面
に
存
在
す
る
土
壌
の
名
稽
で
は
な

く
、
土
壌
を
作
っ
た
材
料
、
「
成
土
物
質
(
土
壌
母
材
)
」
の
一
つ
を
よ
ぶ
言

葉
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
黄
土
」
を
材
料
と
す
る
土
壌
は
場
所
ご
と
に

色
々
な
種
類
が
あ
り
、
性
質
も
一
様
で
な
い
。
「
黄
土
」
が
車
に
堆
積
し
た

だ
け
の
土
壌
は
「
黄
綿
土
」
で
、
い
わ
ゆ
る
「
黄
土
高
原
」
の
景
観
に
あ
た

る
。
「
黄
土
」
は
粒
子
が
細
か
く
粘
り
気
の
な
い
土
壌
で
、
植
物
に
必
要
な

栄
養
分
を
イ
オ
ン
の
形
で
根
に
供
給
す
る
程
度
は
低
く
、
ま
た
「
水
土
流

失
」
を
引
き
起
こ
し
ゃ
す
い
。
こ
の
た
め
農
耕
地
と
し
て
利
用
す
る
た
め
な

ら
、
施
肥
な
ど
の
入
念
な
管
理
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
潟
、
一
概
に
「
黄

土
は
肥
沃
だ
」
と
は
言
え
ず
、
「
壌
土
一
土
塾
干
耕
人
魚
土
こ
を
除
け
ば
、

む
し
ろ
「
黄
土
か
ら
で
き
た
土
は
椿
せ
て
い
る
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
一
安
心
田
の

よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
肥
沃
な
黄
土
」
と
い
う
誤
認
は
著
者
に
よ
る

と
、
リ
ヒ
ト
ホ

1
フ
エ
ン
の
中
園
放
行
記
と
、
こ
れ
を
無
批
判
に
受
け
た
多

く
の
書
物
に
よ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
土
壌
皐
の
よ
う
な
稗
科
系

的
晶
子
聞
の
成
果
に
う
と
い
我
々
史
附
学
研
究
者
に
責
任
が
あ
る
。

第
二
章
は
、
!
日
代
に
お
け
る
華
北
の
「
黄
綿
土
」
復
元
を
、
古
典
文
献
と

現
在
の
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
る
。
谷
口
義
介
氏
の
「
幽
風
」
七

月
の
研
究
に
基
づ
い
て
古
代
の
淫
水
流
域
に
つ
い
て
論
考
を
進
め
て
い
る
。

ま
ず
「
幽
風
」
に
う
た
わ
れ
た
世
界
を
陳
西
省
彬
牒
附
近
と
し
、
月
ご
と
の

「
農
夫
」
の
農
作
行
局
か
ら
、
栽
培
し
て
い
た
農
作
物
を
類
推
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
ム
ギ
の
牧
穫
の
描
需
は
な
く
、
た
だ
季
節
の
風
物
を
描
寓
し
て
い

十

11 

108 

寸11 



L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・
由
国
待

ー「

る
か
の
印
象
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、
「
七
月
」
に
謡
わ

れ
た
村
の
暮
ら
し
と
し
て
、
穀
物
や
疏
菜
な
ど
の
耕
作
と
狩
猟
・
採
集
、
牧

畜
と
を
折
々
に
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
、
衣
料
生
産
に
も
食
料
生
産
に
も
、
男

女
そ
れ
ぞ
れ
が
共
同
で
従
事
す
る
有
様
が
浮
か
び
あ
が
り
、
ア
サ
栽
培
や
酒

造
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
村
は
ま
た
、
清
水
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
筈
で
あ
り
、

近
隣
に
は
イ
ノ
シ
シ
が
潜
む
に
た
る
森
林
が
存
在
し
、
古
代
の
各
地
に
あ
る

比
較
的
普
遍
的
に
存
在
す
る
暮
ら
し
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

第
二
一
章
は
、
秦
の
商
験
愛
法
に
み
え
る
土
地
政
策
を
環
境
史
の
而
か
ら
論

じ
て
い
る
。
著
者
は
、
細
部
に
お
い
て
必
ず
し
も
全
面
的
に
賛
同
し
う
る
も

の
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
も
、
徐
中
箭
氏
の
説
(
「
井
田
制
度
探
源
」
『
中

国
文
化
研
究
葉
刊
』
第
四
巻
上
冊
、
一
九
四
四
年
。
後
『
徐
中
許
歴
史
論
文

選
輯
』
下
に
所
収
)
が
基
本
的
覗
角
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
提
一
三
一
円
を
し
て

い
る
と
し
、
徐
説
に
よ
り
な
が
ら
「
肝
阿
」
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

「
筋
同
開
肝
阿
封
彊
」
は
、
「
田
を
お
さ
め
て
、
千
百
の
封
彊
を
開
く
」
、

「
匡
重
株
主
加
を
し
て
、
諸
方
の
貴
族
の
廉
り
土
で
国
わ
れ
て
い
た
穀
物
作
地

や
牧
草
地
・
採
集
地
な
ど
を
含
む
禾
巴
地
を
開
放
し
た
」
と
理
解
す
べ
き
で

あ
る
と
、
解
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
基
に
、
徐
説
が
提
示
す
る
土
壌

肥
力
の
問
題
ゃ
、
採
集
・
牧
畜
と
穀
物
作
地
の
関
係
な
ど
嘗
時
の
産
業
構
造

の
問
題
が
、
商
軟
愛
法
に
即
し
て
ど
う
理
解
で
き
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

多
く
の
研
究
者
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
肝
間
制
で
、
設
置
さ
れ
た
闘
中
の

二
二
勝
、
一
豚
あ
た
り
一
蔦
戸
の
各
戸
に
一
頃
(
一

O
O畝
)
が
割
り
首
て

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
耕
地
の
而
積
が
三
一
高
頃
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
面
積

を
得
る
た
め
に
は
、
平
野
部
以
外
に
深
い
谷
を
含
む
黄
土
高
原
地
域
に
ま
で

及
ぶ
。
と
す
れ
ば
、
整
然
た
る
匿
霊
耕
地
が
可
能
な
の
か
と
疑
問
を
出
し
、

311 

」

商
帥
駅
間
制
民
法
を
漠
代
の
史
料
だ
け
で
求
め
る
手
法
に
自
己
撞
着
の
危
険
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
「
賦
税
平
」
に
つ
い
て
は
、
一
債
範
に
牧
畜

用
地
や
山
林
叢
津
が
存
在
す
る
限
り
、
軍
事
目
的
で
多
様
な
産
品
を
徴
牧
す

る
こ
と
が
「
賦
」
の
基
本
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
最
後
に
、
著
者
は
好

並
隆
司
氏
の
秦
に
お
け
る
戎
翠
の
風
の
気
風
が
存
し
た
と
す
る
音
ω
見
を
う
け

て
、
商
映
愛
法
は
中
原
の
よ
う
な
段
以
来
の
農
耕
民
と
は
異
な
っ
た
も
の
の

可
能
性
は
な
い
か
と
し
、
秦
に
は
農
民
以
外
に
、
多
く
の
牧
畜
・
狩
猟
・
採

集
に
携
わ
る
民
が
い
る
の
を
、
い
か
に
し
て
安
定
統
治
す
る
か
が
商
鞍
の
問

題
で
、
こ
れ
を
彼
は
、
相
互
の
監
嗣
を
合
め
、
経
済
的
に
も
身
分
的
に
も
枇

合
的
に
も
階
梯
を
作
り
出
す
方
向
で
目
指
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う

な
枇
舎
を
物
質
的
・
文
化
的
繁
方
の
而
で
支
え
た
の
が
「
穀
物
と
絹
織
物
生

産
に
努
力
を
集
中
す
べ
し
」
と
の
「
農
本
」
主
義
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。

ま
た
、
秦
が
農
業
推
進
策
を
強
力
に
推
し
進
め
る
以
上
は
、
肥
力
に
つ
い
て

の
知
識
が
二
疋
程
度
に
有
し
、
地
力
維
持
不
可
能
な
耕
地
制
度
を
と
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
肝
阿
制
」
で
は
、
阪
脚
城

や
亭
を
取
り
囲
む
形
で
置
か
れ
た
耕
地
を
耕
作
す
る
が
、
こ
の
耕
地
を
著
者

は
、
近
年
後
見
さ
れ
た
「
青
川
木
臆
」
「
睡
虎
地
秦
律
」
「
龍
山
岡
秦
筒
」
な
ど

と
、
従
来
か
ら
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
道
路
に
よ
る
方
形
匡
重
が
な
さ
れ
、

こ
れ
は
遁
路
建
設
に
よ
る
既
成
牧
地
・
林
地
亘
書
一
の
農
地
へ
の
強
制
的
開
放

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
家
畜
飼
育
を
否
定
し
た
の
で
は

な
く
、
こ
れ
を
継
績
さ
せ
な
が
ら
穀
物
作
り
を
強
制
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
さ
い
、
農
耕
地
の
三
年
間
隔
休
耕
制
の
慣
習
を
援
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
肝
悶
制
」
と
牒
制
・
軍
制
等
を
あ
ま
り
に
整
合

的
に
月
一
解
す
る
こ
と
は
、
現
時
黙
で
は
殆
ど
無
意
味
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
と

も
の
べ
て
い
る
。
著
者
の
「
商
鞍
総
長
法
」
を
「
農
本
」
主
義
と
環
境
問
題
の
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面
か
ら
分
析
し
た
こ
の
章
は
、
今
後
の
こ
の
百
で
の
研
究
で
は
必
ず
取
り
上

げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
四
章
は
、
前
章
で
少
し
指
摘
し
て
い
た
「
農
本
」
主
義
下
の
牧
畜
に
つ

い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
春
秋
・
戦
園
時
代
の
東
方
に
お
け
る
ニ

ワ
ト
リ
、
長
(
ブ
タ
)
、
牛
、
羊
、
馬
の
牧
畜
に
つ
い
て
『
管
子
』
『
孟
子
』

『
春
秋
左
氏
惇
』
な
ど
か
ら
述
べ
、
と
く
に
斉
園
の
牛
山
で
の
放
牧
は
、
都

市
近
郊
に
よ
る
斉
の
「
園
人
」
で
あ
る
臨
治
住
人
が
舎
飼
の
午
羊
を
季
節
的

に
放
牧
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
莱
夷
」
の
ま
だ
遊
牧
を
績
け
る
人
々

が
た
ま
た
ま
牛
山
に
来
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
「
喬
夷
の
符
」
に
な
っ
た

人
が
臨
治
に
住
ん
で
牧
畜
に
従
事
し
て
い
た
の
か
い
ろ
い
ろ
の
ケ
I
ス
考
え

ら
れ
、
い
ず
れ
と
も
断
定
が
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
風
景
が
斉
園

で
は
奇
異
で
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
。
西
方
の
秦
で
は
周
に
認
め
ら
れ
た
馬

の
飼
育
、
「
野
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
狩
猟
民
ら
し
い
人
々
の
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
睡
虎
地
秦
筒
」
で
は
午
馬
の
管
理
健
制
が
整
備
さ

れ
、
「
園
家
所
有
の
範
臨
時
に
属
す
る
家
畜
」
の
存
在
と
、
飼
育
場
所
如
何
に

関
わ
ら
ず
、
家
畜
を
「
園
家
所
有
の
範
障
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
」
と
い
う

意
識
が
、
確
認
で
き
る
と
す
る
。
つ
ぎ
に
原
氏
は
、
慶
く
存
在
し
た
と
思
わ

れ
る
牧
畜
が
、
秦
で
ど
の
様
に
「
大
同
穀
作
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
か
を
、

『
呂
氏
春
秋
」
上
農
篇
で
検
討
し
、
「
産
復
」
「
産
約
」
を
「
農
業
生
産
は
毎

年
反
復
継
績
す
る
が
、
他
の
産
業
は
一
括
り
で
一
回
毎
に
完
結
」
と
解
し
て

い
る
。
「
操
廊
」
は
麻
の
栽
培
・
水
漬
等
の
合
過
程
、
「
し
比
四
四
」
は
野
焼
き
に

よ
る
狩
滋
・
漁
勢
を
お
こ
な
う
。
「
畜
」
字
を
「
蓄
」
字
に
讃
み
替
え
る
の

で
な
く
、
素
直
に
「
ハ
ゑ
畜
」
の
意
に
と
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な

い
か
と
す
る
。
「
出
糞
」
は
、
家
畜
を
持
ち
な
が
ら
定
着
農
耕
を
強
制
さ
れ

」

た
人
々
が
、
施
肥
の
必
要
性
を
感
じ
な
い
ま
ま
、
家
畜
の
糞
を
熟
練
し
て
い

る
農
耕
民
に
輿
え
た
り
譲
っ
た
り
し
た
と
考
え
込
り
れ
な
い
か
と
し
、
「
不
出

糞
」
は
家
畜
糞
の
他
者
へ
の
譲
渡
の
禁
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
讃
む
こ
と
に

よ
り
、
「
大
田
穀
作
」
を
強
い
た
思
想
と
、
そ
れ
を
賓
現
に
導
く
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
見
だ
さ
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
読
を
の
べ
る
。
秦
に
お

け
る
大
田
穀
作
は
、
中
原
の
「
先
進
文
化
」
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
後
進
園

の
秦
で
は
そ
の
合
理
化
・
妓
率
化
を
す
す
め
た
が
、
し
か
し
、
秦
人
の
中
に

は
大
田
穀
作
に
む
か
な
い
生
活
様
式
の
者
も
お
り
、
「
私
庸
」
さ
れ
る
人
間

の
「
供
給
源
」
で
な
っ
た
と
す
る
。
「
野
」
に
つ
い
て
も
、
今
ま
で
と
異
な

り
、
様
々
な
狩
猟
・
漁
船
岡
・
採
集
の
業
の
場
と
み
る
。
し
か
し
、
「
上
農
篇
」

で
は
大
田
耕
作
民
以
外
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
農
業
以
外
の
多
様

な
生
業
の
人
々
を
大
田
耕
作
に
む
か
わ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら
の
活
動
の
場
を

狭
め
、
耕
作
に
む
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
か
も
し
だ
す
こ
と
が
必
要
だ

と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
。
こ
の
際
、
定
住
牧
畜
民
を
「
農
」

に
融
支
え
る
こ
と
は
、
他
の
生
業
者
に
た
い
す
る
農
耕
強
制
よ
り
は
容
易
だ
っ

た
と
し
、
そ
れ
は
牧
畜
に
利
用
し
て
い
た
草
場
を
耕
作
田
に
愛
え
て
い
け
ば

よ
い
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
。
ま
た
、
陸
虎
地
秦
簡
の
厩
苑
律

(
O
八

o
l
O
八
一
筒
)
に
見
ら
れ
る
午
耕
も
、
家
畜
馴
育
に
熟
達
し
た
人
々
が
農

耕
を
開
始
し
た
れ
ば
こ
そ
、
普
及
が
た
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
み

て
い
る
。
さ
ら
に
、
律
の
候
文
は
牛
耕
よ
り
も
牛
が
痩
せ
た
か
ど
う
か
へ
の

関
心
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
上
農
篇
」
に
牛
耕
の
明
記

が
な
い
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
牛
耕
へ
の
関
心
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、
「
上
農
篇
」
の
耕
作
の
思
想
に
は
、
「
束
ア
ジ

ア
的
農
業
|
|
畜
力
利
用
訣
如
の
農
業
」
の
成
立
に
至
る
「
大
田
穀
作
主

義
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
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の
貼
は
漢
代
農
業
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
と
か
け
離
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

注
目
す
べ
き
考
え
で
今
後
大
い
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、

「
上
農
篇
」
で
農
業
妨
害
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
「
稽
」
「
世
間
」
「
属
」
が
使

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
牛
馬
を
つ
な
い
で
お
く
柱
、
家
畜
を
呼
び
集
め

る
笛
と
、
足
の
爪
や
角
を
削
る
砥
石
を
示
す
語
句
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の

篇
の
筆
者
が
牧
畜
文
化
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
篇
の
筆
者
が

極
め
て
先
鋭
な
、
徹
底
し
た
穀
作
賛
美
の
「
家
畜
に
依
存
し
な
い
農
業
」
の

構
想
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
農
本
主

義
」
と
し
ば
し
ば
同
義
に
み
な
さ
れ
て
い
る
「
商
末
主
義
」
に
つ
い
て
、

「
上
農
篇
」
で
は
明
確
な
「
尚
業
」
批
判
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
著
者

は
、
「
末
」
と
は
、
よ
り
採
集
経
済
に
近
い
諸
業
で
、
分
け
て
も
、
牧
畜
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
検
討
を
受
け
て
、
「
上
農
篇
」

の
思
想
が
、
牧
畜
だ
け
で
な
く
林
業
・
狩
猟
・
漁
携
等
を
も
「
曲
辰
業
」
の
枠

内
に
取
り
込
ん
だ
、
完
成
し
た
「
大
同
穀
作
主
義
」
と
し
て
現
賓
に
影
響
を

持
ち
始
め
る
の
は
、
武
帝
期
以
降
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
章
の
附
論
と
し
て
、
ゲ
筒
臆
素
材
の
樹
種
諸
初
探
d

が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
私
も
か
つ
て
「
中
阿
古
代
の
木
材
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
向
学
報
』
京

都
四
六
冊
、
一
九
七
四
年
)
の
中
で
少
し
遁
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時

か
ら
み
て
、
検
討
す
べ
き
資
料
・
研
究
が
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
の
で
大

愛
勉
強
に
な
っ
た
。
少
し
古
い
が
、
夏
呂
鼎
氏
や
、
最
近
の
甘
薪
省
文
物
考
古

研
究
所
、
何
隻
全
氏
ら
の
報
告
・
研
究
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
少
し

思
い
出
し
た
の
は
、
私
が
木
材
の
こ
と
を
書
く
時
に
ご
教
示
を
、
つ
け
た
農
同
学

者
の
故
中
尾
佐
助
氏
(
大
阪
府
立
大
島
十
名
春
教
授
)
は
、
植
物
の
属
種
決
定

に
つ
い
て
、
島
了
者
に
よ
っ
て
相
骨
固
な
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
は
な

る
だ
け
珍
し
い
属
種
に
決
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
話
で
あ
る
。
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」

第
五
章
は
、

H

干
地
農
法
に
か
か
わ
る
「
擾
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
、
ま
ず

『
管
子
」
『
論
語
』
『
呂
氏
春
秋
』
士
容
論
耕
土
篇
に
み
え
る
「
擾
」
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
『
管
子
」
に
言
、
っ
「
疾
擾
」
と
は
な
に
か
。
『
論
一
語
」
微

子
篇
に
み
え
る
「
擾
」
と
は
後
漢
期
の
儒
家
に
と
っ
て
、
華
北
に
普
遍
的
に

あ
る
農
業
技
術
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。
秦
で
成
立
し

た
『
円
氏
春
秋
』
で
は
「
擾
」
が
ど
う
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
。
日
中
雨
園

研
究
者
は
、
排
土
篇
の
「
擾
」
に
つ
い
て
様
々
な
説
を
述
べ
て
い
る
が
、
原

氏
は
も
う
一
度
耕
土
篇
の
本
文
に
た
ち
返
っ
て
考
え
、
こ
れ
は
農
具
で
、
摩

平
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
擾
H
椎
H
木
槌
で
、
打
ち
お
ろ
し
て
土
を

た
た
き
砕
く
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
微
子
篇
の
「
擾
」
は
伎
に

漢
石
経
・
「
説
文
』
の
ご
と
く
「
擾
」
字
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
「
椎
」
で
な
く
、
天
野
元
之
助
氏
・
寓
園
鼎
氏
が
言
及
す
る
来
招
に

よ
る
「
擾
」
、
あ
る
い
は
、
来
紺
に
類
す
る
立
ち
仕
事
が
で
き
、
あ
る
程
度

の
大
き
さ
の
土
塊
を
、
押
し
や
る
な
り
、
医
す
る
な
り
で
き
る
贋
さ
の
川
が

つ
い
た
遁
具
の
擾
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
擾
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
内
容
が
愛
化
掻
大
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
原
氏
は
、
「
擾
」
を
、

必
ず
し
も
播
種
前
の
作
業
、
あ
る
い
は
覆
種
の
作
業
と
し
て
と
る
必
要
は
な

く
、
基
本
的
に
は
「
平
ら
に
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
ウ
ネ
タ
テ
作
業
の
{
貫
態
と
農
具
を
検
討
し
て
、
排
土
篇
で
援
し
た
あ

と
で
植
え
る
こ
と
、
上
回
で
は
、
播
種
す
る
庭
を
擾
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
、

任
地
篇
に
お
け
る
馴
中
播
種
の
明
確
な
記
載
、
排
土
篇
に
お
け
る
苗
の
ま
び

き
の
く
わ
し
い
記
述
、
審
時
篇
に
お
け
る
作
物
各
々
の
識
別
知
識
等
を
あ
わ

せ
て
、
こ
の
四
篇
に
述
べ
ら
れ
る
農
法
が
華
北
早
地
農
業
の
歴
史
の
中
で
、

手
耕
具
段
階
の
お
け
る
、
労
働
集
約
的
な
農
法
の
到
達
し
た
高
度
な
水
準
を

一
が
す
も
の
で
あ
る
と
、
ま
と
め
て
い
る
。
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第
六
車
は
、
大
規
模
渠
水
寝
瓶
に
つ
い
て
の
研
究
で
、
ま
ず
、
「
鄭
園
渠

開
削
に
よ
る
農
地
濯
瓶
と
い
う
開
設
」
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
を
、
木
村

正
雄
氏
の
説
(
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
|
|
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
依
件

|
|
』
)
か
ら
は
じ
め
る
。
木
村
氏
が
い
う
「
不
毛
」
「
全
く
の
不
毛
地
」
と

は
、
鄭
園
渠
開
設
地
域
を
「
不
毛
」
の
地
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
賓
態
を
さ
す
の
か
。
鄭
園
渠
下
の
耕
地
が

濯
瓶
に
よ
っ
て
「
美
田
」
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
よ
る
の
か
と
い
う
こ
貼
の
検
討
を
原
氏
は
く
わ
し
く
お
こ
な
う
。
鄭

凶
渠
渠
首
附
近
の
開
削
珠
定
地
は
、
周
代
の
「
焦
穫
薮
」
で
、
「
斥
歯
」
即

ち
ア
ル
カ
リ
化
し
た
土
壌
地
帯
で
あ
り
、
「
薮
」
と
は
田
畑
に
な
ら
な
い

「
不
毛
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
も
と
も
と
「
焦
穫
」
は
草
木
や
鳥
獣

を
素
材
と
し
て
製
作
さ
れ
る
「
都
市
」
居
住
者
の
生
活
必
需
品
や
軍
需
物
資

の
手
軽
な
供
給
地
で
あ
っ
た
と
す
る
。
即
ち
、
狩
総
・
採
集
・
牧
畜
の
根
様

地
に
な
り
う
る
魅
力
あ
る
一
大
森
林
地
帯
と
理
解
さ
れ
て
い
た
所
で
あ
っ
た

が
、
戦
園
秦
の
末
期
に
は
不
毛
の
「
斥
歯
」
の
地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
、
ぎ
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
求
め
、

清
水
北
岸
の
闘
中
盆
地
北
竿
分
と
黄
土
高
原
及
び
オ
ル
ド
ス
の
地
の
、
古
典

に
見
え
る
「
温
湖
之
地
」
で
は
地
表
水
の
管
理
さ
え
で
き
れ
ば
、
そ
の
耕
地

化
は
、
稲
作
を
行
う
場
合
を
含
め
て
、
比
較
的
存
易
だ
っ
た
と
推
定
す
る
。

開
中
の
低
源
地
で
の
排
水
・
干
拓
に
は
、
周
王
の
権
力
が
二
疋
の
役
割
を
果

た
し
た
と
し
て
い
る
。
闘
中
で
の
排
水
工
事
以
後
は
、
天
水
農
業
が
管
ま
れ

た
の
で
、
戟
同
四
秦
漢
期
に
な
る
と
自
然
候
件
の
ま
ま
農
耕
可
能
な
地
と
思
わ

れ
た
が
、
ま
た
こ
の
排
水
が
闘
中
全
髄
の
乾
燥
化
を
進
行
さ
せ
た
と
も
い
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
戟
岡
秦
で
は
、
一
前
鞍
愛
法
以
後
の
銭
器
農
具
に
よ

る
山
林
薮
浮
開
墾
、
こ
の
銭
器
生
産
で
の
燃
料
と
し
て
の
山
林
薮
浮
開
設
は
、

」

同
時
に
自
己
の
敵
釘
勢
力
の
潜
み
う
る
場
所
を
伐
採
す
る
こ
と
に
な
り
一
挙

両
得
の
釘
懸
だ
っ
た
と
し
、
そ
の
結
果
、
山
林
薮
津
は
「
共
同
程
成
員
の
共

同
利
用
」
の
習
慣
が
あ
っ
た
土
地
な
ど
で
は
な
く
、
「
戦
利
口
巴
で
あ
り
、

戦
略
振
貼
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
指
摘
は
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
り
、
今
後

議
論
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。
成
陽
遷
都
の
後
は
、
日
用
品
や
軍
需
物
資
の
原

料
供
給
地
を
千
河
附
近
の
弦
蒲
薮
や
除
康
津
に
確
保
し
、
燃
料
供
給
地
と
し

て
は
農
地
化
の
釘
象
外
で
樹
木
の
茂
る
沼
地
・
焦
穫
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

山
林
薮
津
は
地
貼
毎
に
、
ま
た
利
用
す
る
人
聞
の
あ
り
方
ご
と
に
利
用
法
に

遣
い
が
あ
り
、
そ
こ
で
秦
で
は
伐
採
後
の
焦
穫
を
放
牧
地
と
し
て
利
用
し
た

可
能
性
も
高
く
、
放
牧
が
繕
績
さ
れ
て
草
が
食
べ
蓋
さ
れ
、

-
L
壌
劣
化
は
急

速
に
す
す
み
、
ア
ル
カ
リ
盤
類
の
集
積
が
進
行
し
は
じ
め
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
「
鄭
園
渠
」
が
必
要
に
な
る
ほ
ど
の
「
不
毛
」
な
地
が
意
園
的
で
な

か
っ
た
に
せ
よ
、
や
は
り
人
震
の
所
産
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。
「
鄭
凶
渠
」
の
濯
蹴
地
と
な
っ
た
浮
歯
・
円
宝
図
が
、
主
に
ア
ル
カ
リ
土

壌
の
う
ち
の
、
合
堕
土
壌
〔
正
常
開
成
土
〕
な
い
し
は
、
含
堕
ア
ル
カ
リ
土

壌
〔
鹸
積
開
成
土
〕
で
あ
っ
た
。
こ
の
土
壌
で
の
濯
瓶
に
は
排
水
の
措
置
が

絶
釘
に
必
要
で
、
そ
の
た
め
水
路
が
重
要
で
、
こ
れ
に
は
地
形
的
倹
件
を
利

用
し
、
さ
ら
に
、
水
質
に
も
配
慮
し
て
、
淡
水
に
近
い
状
態
を
企
園
し
、
渠

首
近
く
に
小
水
庫
(
填
閑
)
を
つ
く
り
、
こ
こ
で
泥
を
と
ど
め
た
と
し
て
い

る
。
『
斉
民
要
術
」
で
は
、
北
方
の
水
稲
作
の
場
合
、
土
地
の
良
否
よ
り
水

質
の
ほ
う
が
問
題
で
、
土
が
ア
ル
カ
リ
土
壌
で
も
淡
水
で
蹴
出
で
き
れ
ば
、

水
稲
栽
培
に
は
差
し
支
え
な
い
と
す
る
。

第
六
章
第
二
節
は
、
濯
瓶
水
源
の
淫
水
に
つ
い
て
、
原
氏
の
現
地
調
査
の

成
果
を
基
に
し
て
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
の
問
題
は
『
漢
書
」
溝
油
志
に
み
え

る
「
淫
水
一
石
、
其
泥
数
斗
、
且
淑
且
糞
、
長
我
禾
黍
、
」
を
い
か
に
理
解
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す
る
か
で
あ
る
。
険
北
地
域
で
南
北
に
走
る
子
午
嶺
の
西
の
淫
水
流
域
と
束

の
洛
水
流
域
で
は
遣
っ
た
景
観
が
あ
り
、
淫
水
の
「
泥
」
は
そ
の
上
・
中
流

域
に
流
れ
込
む
支
流
が
、
川
底
の
山
髄
で
あ
る
黄
土
を
削
る
こ
と
で
生
ま
れ

る
の
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
泥
が
肥
沃
な
誇
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ま
ず

水
質
で
は
、
流
域
の
地
下
水
の
成
分
に
硝
酸
イ
オ
ン
・

E
硝
酸
イ
オ
ン
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
土
壌
は
黄
土
の
な
か

の
黒
壌
土
で
、
こ
れ
は
か
つ
て
耕
地
な
い
し
草
原
だ
っ
た
土
壌
の
下
に
作
物

根
・
小
動
物
糞
や
遺
骸
・
施
さ
れ
た
肥
料
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
腐
敗

質
が
、
耕
作
層
か
ら
溶
脱
さ
れ
て
下
層
に
集
積
し
た
地
層
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
注
水
流
域
の
六
盤
山
以
西
で
は
八

0
0
0
1
七
0
0
0年
前
に
生
じ

た
白
然
気
象
の
紛
失
化
に
よ
る
森
林
H

早
原
の
出
現
に
類
似
す
る
現
象
が
、
士
口
耕

層
形
成
の
頃
か
ら
繰
り
返
し
護
生
し
て
事
を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
ま
た
、

淫
水
流
域
で
の
農
耕
と
耕
作
放
棄
U
放
牧
の
繰
り
返
し
と
が
、
淫
水
の
泥

|
|
土
と
水
と
を
「
肥
沃
」
に
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
て
白
渠
流
域

の
豊
作
が
も
し
回
一
貫
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
淫
水
上
流
域
の
水
土
流
失

|
|
環
境
破
壊
と
表
裏
一
種
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

次
の
よ
う
に
遮
べ
て
い
る
。
淫
水
流
域
の
白
然
環
境
と
壮
曾
環
境
と
の
推
移

は
、
農
耕
と
牧
畜
と
の
絡
み
合
い
が
機
軸
に
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
い
う
事

賓
は
、
戟
園
秦
か
ら
統
一
秦
に
か
け
て
の
こ
の
地
域
で
は
、
大
田
穀
作
化
方

針
の
下
で
も
牧
畜
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
の
存
在
を
認
め
ら
れ
、
農
耕
と
牧

畜
は
複
雑
な
閥
係
を
持
ち
つ
つ
機
能
し
て
き
た
中
に
中
園
枇
曾
理
解
の
鍵
が

あ
る
と
原
氏
は
い
う
。

第
二
一
節
で
、
淫
水
の
河
泥
を
利
用
し
、
衰
退
し
た
鄭
図
渠
の
あ
と
を
受
け

て
建
造
さ
れ
た
白
渠
に
つ
い
て
述
べ
る
。
原
氏
は
今
の
関
中
に
お
け
る
潅
瓶

方
法
の
概
観
か
ら
論
を
す
す
め
て
い
く
。
①
噴
濯
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
散

315 

」

水
こ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
は
、
王
頑
冒
戻
書
』
の
苧
麻
の
候
に
あ
る
と
す

る
。
②
地
下
(
暗
渠
)
濯
淑
原
理
的
に
は
『
斉
氏
要
術
』
種
瓜
の
僚
に

引
く
『
氾
勝
之
書
」
に
み
え
る
瓜
の
匡
種
法
に
通
じ
て
い
る
。
③
畦
濯
法

解
放
前
の
華
北
畑
地
濯
瓶
の
大
小
を
占
め
て
い
た
方
法
で
は
あ
る
が
、
主

穀
栽
培
の
記
録
は
、
元
代
以
前
の
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

④
溝
濯
法
日
本
の
作
物
生
育
中
に
溝
に
水
を
通
ず
る
法
は
、
中
園
古
代

の
現
存
農
書
中
で
は
明
記
さ
れ
た
も
の
が
な
い
。
⑤
海
濯
法
水
稲
作
が

は
じ
ま
っ
て
以
来
今
日
ま
で
連
績
す
る
方
法
で
あ
る
。
⑥
引
水
投
沙
・
引

洪
漫
地
唐
代
以
前
の
各
種
記
録
に
は
こ
の
方
式
の
明
示
す
る
も
の
は
な
い
。

中
園
の
史
書
に
の
こ
る
潅
瓶
関
係
の
記
録
は
、
農
業
的
見
地
か
ら
の
言
及
は

稀
で
、
ほ
と
ん
ど
は
水
源
に
た
い
す
る
土
木
工
事
の
施
工
過
程
記
録
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
白
渠
」
以
前
の
寝
瓶
を
、
今
の
闘
中
に
お
け
る
濯

滅
状
況
を
通
じ
て
推
定
し
、
ま
ず
、
清
水
南
岸
に
造
ら
れ
た
漕
渠
は
、
穀
物

の
輸
迭
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
鈴
恵
は
水
稲
作
地
帯
掻
大
に
あ
り
、
龍
首
渠
は

農
業
生
産
に
は
役
立
た
た
ず
、
同
じ
清
水
流
域
で
も
、
土
壌
・
地
下
水
位
の

差
・
地
形
の
異
同
等
に
よ
っ
て
、
濯
概
農
法
に
は
必
ず
し
も
有
数
で
は
な
く
、

時
に
は
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
一
言
、
っ
。
六
輔
渠
・
重
較
渠
は

高
地
に
水
を
入
れ
る
役
割
を
捨
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
濯
取
水
と
耕
地
と
の

関
係
に
新
し
い
物
を
も
た
ら
し
た
の
が
白
渠
で
あ
る
。
向
渠
の
取
水
口
は
季

節
愛
化
に
よ
っ
て
可
不
可
が
愛
化
す
る
微
妙
な
位
置
に
あ
り
、
こ
の
濃
減
法

は
引
洪
浸
地
方
式
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
て

こ
れ
は
一
花
光
一
二
(
前
二
三
マ
年
の
水
災
を
、
つ
け
て
元
狩
三
(
前
一
一
一

O
)

年
に
行
わ
れ
た
宿
奏
栽
培
奨
励
の
所
産
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
大
規
模
渠
水
産
瓶
施
行
地
で
は
、
連
年
作
付
け
が
可
能
で
、
夏
作

物
不
作
で
あ
れ
ば
奏
作
に
切
り
替
え
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
が
、
こ
の

十
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方
式
は
排
水
へ
の
配
慮
を
怠
れ
ば
、
一
時
的
に
ア
ル
カ
リ
化
を
逃
れ
て
も
、

地
下
水
位
の
上
昇
を
招
き
、
そ
の
下
流
の
土
地
に
新
た
な
ア
ル
カ
リ
化
を
愛

生
さ
せ
、
清
水
水
系
の
川
が
黄
河
に
合
流
す
る
闘
中
東
部
に
、
今
日
も
確
認

で
き
る
多
く
の
堕
池
や
盤
類
集
積
土
壌
は
、
そ
の
結
果
だ
と
も
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
海
溝
農
法
全
般
の
衰
退
で
、
委
作
も
引
洪
漫
地
方
式
も
採
用
し
な

く
な
り
、
新
し
い
農
法
の
模
索
が
さ
れ
て
く
る
と
遮
べ
て
い
る
。

第
七
章
は
、
前
章
の
大
規
模
渠
水
濯
殺
の
後
を
受
け
た
「
代
田
法
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
大
規
模
渠
水
濯
取
が
も
た
ら
す
騨
類
集
積
の
収
拾
策
と

し
て
ウ
ネ
タ
テ
農
法
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
が
『
漢
書
』
食
貨
志
が
停
え
る

「
代
田
法
」
で
あ
る
。
原
氏
は
多
く
の
研
究
蓄
積
を
受
け
て
、
代
出
法
と
は

決
し
て
港
政
法
で
な
く
降
雨
に
依
存
す
る
早
地
農
法
で
、
こ
れ
は
濯
瓶
農
法

と
は
み
な
し
難
い
と
し
、
そ
う
し
て
代
田
法
の
記
述
に
見
え
る
農
具
で
、
ど

の
よ
う
な
望
と
溝
が
で
き
た
か
を
考
え
る
。
ま
ず
「
網
整
」
の
一
回
の
す
き

お
こ
し
で
虞
一
尺
・
深
一
尺
の
剛
が
っ
く
り
え
た
か
に
つ
い
て
考
え
、
険
西

省
各
地
に
出
土
の
大
鋒
を
つ
け
た
、
二
頭
び
き
の
有
僻
無
床
開
早
川
撃
に
よ
っ

て
、
約
一
尺
幅
、
二

0
セ
ン
チ
程
度
の
深
さ
に
耕
起
し
た
も
の
が

ρ

代
田

法
。
に
お
け
る
耕
起
と
す
る
。
僻
の
使
用
は
、
午
翠
耕
で
の
雨
側
援
土
に
と

っ
て
必
要
不
可
歓
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
堕

土
を
播
種
庭
た
る
剛
か
ら
除
い
て
襲
と
し
、
剛
中
を
整
備
し
て
毛
細
管
を
断

ち
、
播
種
庭
の
積
盛
期
に
お
け
る
新
た
な
堕
分
L
L
昇
を
も
抑
制
す
る
、
と
い

う
慎
重
な
作
業
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

N

代
田
法
μ

施
行
の
骨
回
初
の

目
的
で
あ
っ
た
、
無
差
別
無
計
重
な
濯
概
の
結
果
た
る
再
生
ア
ル
カ
リ
土
壌

の
再
利
用
も
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
か
代
田
法
。
の
州
労
働
形
態

は、
4

肉
館
的
な
勢
力
節
減
に
な
っ
た
が
、
農
作
業
に
針
す
る
配
慮
と
熟
練
が

」

不
可
紋
で
、
こ
こ
に
は
川
労
働
を
強
い
る
「
意
思
」
が
必
要
で
、
こ
れ
は
ま
さ

に
西
嶋
定
生
氏
が
指
摘
す
る
后
稜
の
古
法
|
|
ム
日
選
農
的
晶
子
で
あ
っ
た
し
て
い

る
。
超
過
り
夫
は
も
と
も
と
来
招
に
よ
る
手
農
耕
の
作
業
を
牛
翠
を
使
っ

て
迅
速
に
作
業
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
雨
側
翻
土
鱗
は
、

掘
り
起
こ
し
た
土
が
確
賓
に
種
を
蒔
く
と
こ
ろ
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
目
的

が
あ
り
、
ゥ
、
不
と
な
る
場
所
は
少
な
く
と
も
、
そ
の
歳
に
は
種
を
蒔
か
な
い

場
所
で
、
胸
間
類
集
積
し
た
使
え
な
い

f
の
置
き
場
と
な
れ
ば
よ
い
と
こ
ろ
で
、

な
る
だ
け
狭
い
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
超
過
者
心
の

「
牛
翠
ウ
ネ
タ
テ
・
ミ
ゾ
マ
キ
。
ウ
ネ
ミ
ゾ
交
替
方
式
」
を
行
、
つ
た
め
に
は
、

有
僻
無
床
車
刀
整
と
人
戦
穣
、
さ
ら
に
牛
を
セ
ッ
ト
に
し
て
直
接
耕
作
者
に

も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
具
の
ほ
う
は
問
題
が
少
な
い
が
、
技
術

の
指
導
は
簡
単
に
い
か
な
い
。
し
か
し
、
班
固
の
惇
え
る
「
代
田
」
は
超
過

が
捜
粟
都
尉
と
し
て
行
っ
た
賓
験
で
、
民
が
便
と
し
た
賓
態
で
な
い
と
の
こ

と
は
、
私
た
ち
に
史
料
の
限
界
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
原
氏
は
「
代

田
法
」
記
載
の
意
義
は
、
班
固
が
官
営
大
規
模
渠
水
濯
瓶
の
古
代
農
業
に
お

け
る
一
つ
の
盛
極
が
終
偲
を
つ
げ
た
過
程
を
書
き
な
が
ら
、
そ
の
釘
極
の
み

策
と
し
て
高
度
な
精
神
集
中
を
必
要
と
す
る
農
法
を
採
用
し
て
直
接
生
産
者

を
土
地
に
縛
り
付
け
て
こ
そ
、
一
吐
舎
が
安
定
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
を

意
園
し
て
い
た
と
す
る
。

第
七
六
早
の
附
論
と
し
て
、
「
無
床
整
と
役
畜
技
術
」
を
、
原
氏
の
詳
し
い

現
地
調
査
に
よ
る
資
料
で
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
今
の
中
国
農
業
史

が
、
山
東
の
知
見
に
基
づ
く
農
書
類
を
も
と
に
考
え
て
い
る
の
で
、
必
ず
し

も
中
圏
全
域
に
常
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
中
園
農
業
技
術
腫
系
全

樫
の
質
と
意
味
に
つ
い
て
、
再
考
の
品
跡
地
の
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。

十

11 

114 

寸11 



L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・
由
国
待

ー「

第
八
章
は
、
「
草
地
」
が
中
図
農
業
史
の
中
で
い
か
な
る
位
置
づ
け
が
さ

れ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
中
岡
の
農
業
経
管
は
穀
物
栽
培
が
中
心
で
、
動
物

飼
育
は
ご
く
小
規
模
な
附
帯
経
管
で
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
原
氏

は
、
『
斉
民
要
術
」
に
引
か
れ
た
『
氾
勝
之
書
』
の
「
種
禾
黍
」
匝
種
法
に

あ
る
「
美
糞
一
升
」
の
語
句
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
即
ち
、
一

畝
に
二
一
七

O
O坑
を
作
り
、
そ
こ
に
美
糞
一
升
を
投
ず
る
と
あ
る
か
ら
、
四

相
心
的
な
ア
ワ
の
経
管
面
積
一

O
畝
に
施
肥
に
は
、
三
七

O
餅
の
肥
料
が
必
要

に
な
る
。
「
美
糞
」
が
い
か
な
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
氏
は

『
斉
民
要
術
」
巻
頭
雑
説
に
見
え
る
「
其
踏
糞
法
」
を
援
用
し
て
考
え
、
そ

れ
は
合
飼
の
午
の
敷
き
ワ
ラ
に
毎
日
三
寸
の
モ
ミ
ガ
ラ
・
ワ
ラ
を
ひ
き
、
毎

朝
交
換
す
る
。
こ
の
午
の
糞
混
じ
り
の
ワ
ラ
な
ど
を
別
に
積
み
、
一
冬
繰
り

返
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
一
具
午
」
を
飼
っ
て
い
る
と
三

O
車
の
肥
料

が
で
き
、
こ
れ
を
十
二

l
一
月
に
逗
ん
で
施
肥
す
る
。
す
な
わ
ち
「
小
畝
」

一
畝
首
た
り
五
車
分
の
肥
料
を
投
下
す
れ
ば
、
六
畝
に
施
肥
で
き
る
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
「
三

O
車
」
の
肥
料
の
量
と
は
ど
れ
く
ら
い
か
を
、
『
儀
礎
』

の
鄭
玄
注
な
ど
を
参
照
し
て
、
一
説
と
し
て
一
車
二
四
斜
と
す
る
。
『
斉
民

要
術
』
種
葵
で
は
、
一
車
の
容
量
二

O
矧
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
基
に
し
て

著
者
は
、
一
車
二

O
餅
で
計
六

O
O餅
、
一
車
二
四
餅
で
計
七
二

O
斜
と
な

り
、
こ
れ
だ
け
の
量
の
肥
料
を
得
る
た
め
に
必
要
な
牛
の
教
は
と
も
か
く
、

必
要
と
す
る
敷
き
ワ
ラ
を
手
に
入
れ
る
た
め
相
嘗
な
草
地
が
い
る
。
従
来
、

小
農
育
成
の
た
め
の
労
働
集
約
的
農
法
と
理
解
さ
れ
て
き
た
『
氾
勝
之
書
』

の
農
法
は
、
施
肥
源
た
る
家
畜
を
飼
育
し
う
る
だ
け
の
草
地
が
存
在
し
な
け

れ
ば
継
績
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
『
孟
子
』

や
「
管
子
』
な
ど
の
古
典
で
は
、
草
地
は
諸
々
の
日
用
品
材
料
生
育
の
場
と

し
て
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
が
耕
作
地
化
さ
れ
る
と
、
こ
こ
で
栽
培
す
る
も
の

317 

」

は
、
草
地
に
見
ら
れ
た
多
く
の
草
地
に
な
じ
み
深
い
非
糧
食
植
物
が
選
ば
れ

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
原
氏
は
、
戦
園
秦
か

ら
漢
代
に
至
る
ま
で
、
農
業
政
策
立
案
者
の
主
流
が
持
っ
て
い
た
意
識
は
、

は
じ
め
か
ら
「
草
地
」
の
飲
如
を
目
指
し
て
い
る
の
が
、
中
岡
農
業
の
本
質

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
「
大
田
穀
作
」
こ
そ
、
「
一
夏
華
」
の

文
化
惇
統
と
み
な
し
た
歴
代
王
朝
の
鴻
政
者
に
と
っ
て
、
軍
用
品
で
あ
る
乗

馬
を
の
ぞ
け
ば
「
家
畜
飼
育
」
は
主
な
政
策
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
領
域
内
の
草
地
は
で
き
る
限
り
廃
棄
し
つ
つ
、
領
域
に
隣
接
す
る
草

地
が
育
て
た
蛋
白
源
を
、
明
確
に
一
認
識
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
蛋
白
源

の
領
域
内
へ
の
流
通
を
賓
質
的
に
携
っ
た
人
々
を
文
化
的
に
差
別
し
て
来
た

の
が
、
中
闘
の
農
業
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
草
地
」
を
失
っ
て
か

ら
の
華
北
の
大
田
穀
作
主
義
を
背
後
で
支
え
た
の
は
塞
外
の
「
草
地
」
で
あ

っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
、
「
草
地
」
の
問
題
か
ら
、
中
園
農
業

の
特
質
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
従
来
、
私
た
ち
が
い
だ
い
て
い
た
中
国
農

業
に
つ
い
て
の
考
え
に
多
く
の
修
正
を
、
つ
な
が
し
て
い
る
。
今
後
、
こ
れ
ら

の
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
が
待
た
れ
る
。

第
九
章
は
、
新
聞
の
出
土
文
字
史
料
で
あ
る
手
湾
漢
墓
木
積
「
集
簿
」
か

ら
、
「
大
田
穀
作
」
主
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
競
木
臆
(
「
集
簿
」
)

に
み
え
る
「
提
封
」
と
は
、
一
定
程
度
の
開
設
釘
象
と
な
っ
て
、
行
政
に
よ

っ
て
そ
の
存
在
が
認
知
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
「
封
」
が
設
け
ら
れ
て
他
の
地
目

と
の
境
界
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
所
の
総
面
積
と
い
う
程
度
の
腰
解
を

提
案
し
て
い
る
。
こ
の
簡
に
は
護
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
原
氏
は
幾
つ

か
の
伎
説
を
提
案
し
な
が
ら
、
「
長
生
」
と
は
居
住
匡
の
そ
ば
に
植
え
ら
れ

た
多
年
生
の
植
物
で
あ
る
桑
な
ど
の
樹
木
の
作
付
け
面
積
と
解
し
、
さ
ら
に

十
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領
域
内
の
森
林
は
極
め
て
狭
い
面
積
し
か
存
在
し
な
い
と
推
測
し
、
前
漠
末

の
東
海
郡
の
お
よ
そ
測
量
が
可
能
な
土
地
は
、
農
業
経
管
地
で
埋
め
蓋
く
さ

れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
春
種
樹
云
々
」
を
植
林
面
積
と
と

る
謝
桂
華
氏
説
に
よ
り
な
が
ら
、
燃
料
の
枯
渇
に
よ
る
植
林
事
業
の
必
要
性

が
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
集
簿
」
の
数
値

か
ら
、
前
漢
末
の
束
海
郡
で
も
寒
冷
化
と
森
林
減
少
が
進
行
し
、
作
物
栽
培

に
も
総
長
化
が
生
ま
れ
、
「
宿
委
」
作
付
け
増
加
の
記
載
は
新
規
耕
地
開
拓
で

な
く
、
水
稲
作
可
能
の
土
地
が
連
年
作
付
け
に
よ
る
地
力
低
下
に
加
え
、
気

温
低
下
と
水
量
の
減
少
に
よ
っ
て
水
稲
栽
培
が
不
可
能
に
な
り
奏
作
へ
と
轄

換
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
、
次
の
様
に
提
言
し
て
い
る
。
前
漢

小
木
の
政
治
的
混
乱
の
原
因
を
王
葬
政
権
の
「
暴
政
」
に
蹄
す
る
よ
り
は
、
一
吐

曾
全
憶
が
、
森
林
の
枯
渇
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
問
問
先
化
に
求
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
環
境
論
者
の
原
氏
の
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、

こ
れ
も
今
後
の
議
論
の
封
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

私
に
と
っ
て
難
解
極
ま
り
な
い
こ
の
書
物
の
書
評
を
引
き
受
け
、
十
分
な

責
め
を
は
た
し
得
な
い
こ
と
に
、
今
、
大
饗
後
悔
を
し
て
い
る
。
一
つ
に
は

そ
れ
は
自
然
科
目
学
、
特
に
曲
辰
向
学
に
関
す
る
知
識
に
紋
け
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ

る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
原
氏
の
言
い
回
し
が
少
し
丁
寧
す
ぎ
て
、
そ

れ
が
文
章
を
難
解
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ほ

と
ん
ど
が
紹
介
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
終
章
を
手
が
か
り
に
し
な

が
ら
一
一
一
の
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

原
氏
は
、
開
中
と
黄
土
地
帯
の
環
境
と
枇
曾
経
済
の
推
移
か
ら
、
穀
物
生

」

産
は
人
身
に
と
っ
て
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
と
も

と
肥
沃
で
な
い
黄
土
の
肥
力
は
衰
え
、
森
林
・
草
原
・
海
洋
な
ど
で
向
然
に

造
ら
れ
た
有
機
質
を
利
用
し
な
け
れ
ば
穀
物
生
産
に
限
界
が
あ
っ
た
と
し
、

こ
の
様
な
こ
と
に
関
心
を
持
つ
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
生
産
用
具
の
設

達
、
生
産
関
係
の
愛
化
、
穀
物
生
産
の
労
働
性
の
向
上
の
み
を
、
円
吐
曾
議
日
比

の
指
標
と
し
て
き
た
従
来
の
研
究
に
相
嘗
な
見
落
と
し
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
私
た
ち
の
今
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
の
反
省
を
も
た

ら
す
も
の
で
、
今
後
の
研
究
で
議
論
さ
れ
る
貼
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
穀
物
生
産
を
専
業
的
に
行
う
人
の
か
げ
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
を

支
え
る
人
々
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
こ
の
支
え
る
人
々
は
、
農
民
共

同
館
が
ま
ず
あ
っ
て
、
生
産
力
議
展
に
伴
っ
て
分
解
し
た
も
の
で
な
く
、
別

の
一
吐
合
的
分
業
の
愛
生
を
考
え
る
、
必
要
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
狩
猟
・
採

集
・
漁
携
・
牧
畜
な
ど
に
従
事
し
て
い
る
共
同
慢
と
の
協
力
・
取
引
・
せ
め

ぎ
あ
い
・
融
合
・
征
服
な
ど
の
過
程
で
、
農
業
共
同
慨
が
趨
勢
と
し
て
増
加

し
て
い
っ
た
と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
牧
畜
を
重
覗
し
て
い
る

こ
と
を
遮
べ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
注
目
す
べ
き
貼
で
あ
る
。
今
ま
で
の
中

園
農
業
史
研
究
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
牧
畜
が
持
っ
て
い

る
意
義
を
原
氏
が
強
調
し
て
い
る
事
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
中
で
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
第
三
章
の
一

O
六
頁
に
つ
け
ら
れ
た
注

(μ)
か
ら
(
但
)
ま

で
に
混
乱
が
あ
る
よ
う
で
、
訂
正
を
お
願
い
し
た
い
。

二
O
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