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中
園
古
代
の
農
耕
儀
曜
と
王
権岡

キナ

秀

典

考
古
皐
の
新
し
い
方
法

中
園
の
古
代
で
は
、
祭
把
儀
植
が
一
吐
舎
を
秩
序
づ
け
る
重
要
な
役
割
を
捨

っ
た
。
考
古
撃
で
は
日
常
生
活
に
は
用
い
な
い
よ
う
な
道
具
を
祭
器
や
櫨
器

と
み
な
し
、
そ
の
形
や
出
土
朕
況
を
も
と
に
祭
杷
儀
植
を
研
究
す
る
。
し
か

し
、
祭
杷
儀
植
が
遺
祉
や
遺
物
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
、
一
連
の
行
震
の
一

断
面
で
あ
っ
て
、
務
掘
と
い
う
偶
然
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
の
は
、
さ

ら
に
そ
の
ご
く
一
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
祭
器
や
櫨
器
と
考
え
ら
れ

る
玉
器
や
青
銅
器
は
、
ほ
と
ん
ど
が
墓
の
副
葬
品
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
儀

曜
の
賓
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
こ
の
た
め
考
古
撃
の
関

心
は
も
っ
ぱ
ら
編
年
な
ど
の
基
礎
作
業
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
枠
組
み
を
こ
え

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
古
代
に
は
ど
の
よ
う
な
祭
杷
や

儀
植
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
祭
器
や
櫨
器
が
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
い
た
の
か
は
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
銘
文
や
古
典
籍
に
よ
っ
て
研
究

す
る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
食
偉
超
・
高
明
〔
一
九
七
八

i
一
九
七
九
〕
が
、
周
代
の
墓

」

に
副
葬
さ
れ
た
銅
鼎
の
数
に
着
目
し
、
占
典
籍
に
み
え
る
肘
鼎
制
度
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
身
分
秩
序
と
そ
の
繁
化
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
古
典
籍

の
機
械
的
な
附
舎
に
問
題
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
歴
史
的
学
に
た
い
す
る
考
士
円

撃
の
数
少
な
い
貢
献
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

従
来
の
よ
う
な
祭
器
や
稽
器
を
釘
象
と
し
た
研
究
で
は
な
く
、
本
稿
は
祭

杷
儀
躍
の
場
で
消
費
さ
れ
る
穀
物
・
酒
・
動
物
(
犠
牲
)
に
着
目
す
る
。
玉

ゃ
銅
で
つ
く
ら
れ
た
祭
器
や
櫨
器
は
く
り
か
え
し
使
用
が
可
能
な
資
本
財
で

あ
り
、
こ
ん
に
ち
ま
で
原
形
を
と
ど
め
た
ま
ま
遺
存
し
て
き
た
。
美
術
品
と

し
て
の
債
値
も
高
く
、
多
く
の
人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し

て
、
そ
れ
ら
有
機
物
は
消
費
さ
れ
ず
に
残
っ
た
と
し
て
も
土
中
で
腐
朽
し
、

考
占
資
料
と
し
て
研
究
者
の
注
意
を
引
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
、
植
物
考
古
学
や
動
物
考
占
-
撃
な
ど
欧
米
の
新
し
い
研
究
方
法
が
中
国
に

導
入
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
動
植
物
遺
慢
の
分
析
が
精
力
的
に

す
す
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
方
法
論
が
も
と
づ
く
人
類
学
や
生
態

撃
の
稗
論
は
ま
だ
卜
分
に
岨
噂
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
す
で
に
い
く
つ
か

の
割
目
す
べ
き
分
析
デ
ー
タ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
古
代
の
農
業

と
祭
杷
儀
穫
に
テ
l
マ
を
し
ぼ
り
、
文
献
血
字
・
人
類
同
一
子
・
農
向
学
な
ど
関
連
分

野
の
知
識
を
援
用
し
て
、
こ
ん
に
ち
ま
で
の
到
達
貼
と
今
後
の
展
望
を
示
し

て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
消
費
財
を
到
象
と
す
る
ね
ら
い
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
祭
記
儀

穫
の
場
で
消
費
さ
れ
る
動
植
物
は
、
人
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
須
の
食
糧

で
あ
り
、
農
業
を
基
礎
に
成
立
し
た
古
代
園
家
の
経
済
基
盤
と
な
る
農
産
物

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
権
力
が
い
か
に
そ
の
生
産
・
流
通
・
消
費
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
た
の
か
が
、
祭
杷
儀
雄
と
権
力
と
の
か
か
わ
り
を
解
明
す
る

重
要
な
鍵
と
な
る
。
第
二
に
、
鑑
定
さ
れ
た
植
物
種
子
を
古
典
籍
に
み
え
る
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品
種
に
同
定
す
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
文
字
の
解
緯
が
分
か
れ
て
い
る
た

め
む
ず
か
し
い
が
、
鑑
定
さ
れ
た
動
物
骨
を
!
日
典
籍
に
み
え
る
動
物
に
同
定

す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
出
土
の
「
ウ
シ
」
骨
と
古
典
籍
の
「
牛
」
と
が
同
一

種
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
王
|

諸
侯
卿
大
夫
士
の
身
分
制
を
前
提
に
祭
杷
儀
穫
で
用
い
る
犠
牲
の
種
類

を
序
列
化
し
て
い
る
稽
書
の
記
述
が
、
容
貝
能
い
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
か
否
か
を

出
土
動
物
骨
に
よ
っ
て
検
詮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
用
鼎
制
度

論
の
よ
う
に
鼎
を
用
い
た
葬
送
儀
穫
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
犠
牲
を
用

い
た
多
く
の
祭
杷
儀
穫
を
劉
象
に
で
き
る
と
い
う
利
黙
が
あ
る
。
第
一
二
に
、

動
植
物
の
程
類
と
生
態
的
特
性
は
時
空
間
を
こ
え
た
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。

ウ
シ
は
中
園
で
も
欧
米
で
も
ウ
シ
で
あ
り
、
同
じ
生
物
且
学
的
特
徴
を
も
ち
、

同
じ
よ
う
な
生
態
環
境
に
遁
隠
し
て
い
る
か
ら
、
動
植
物
利
用
の
人
類
墜
と

し
て
時
空
間
を
こ
え
た
通
文
化
的
な
比
較
研
究
が
で
き
る
。
そ
れ
は
特
定
の

地
域
と
文
化
の
所
産
で
あ
る
祭
器
や
櫨
器
と
の
大
き
な
ち
が
い
で
あ
る
。

本
論
に
は
い
る
前
に
、
ま
ず
古
代
の
祭
記
儀
躍
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
考

古
皐
で
は
「
祭
紀
」
「
儀
礎
」
「
祭
植
」
「
祭
儀
」
な
ど
の
概
念
が
、
ト
分
に

定
義
さ
れ
な
い
ま
ま
混
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
参
考
に
な
る
の
は
、

『
周
稽
』
大
宗
伯
の
あ
げ
る
士
円
稽
・
閃
嘘
・
賓
程
・
軍
穂
・
嘉
曜
の
五
櫨
で

あ
る
。
吉
躍
と
は
、
天
神
・
地
祇
・
人
鬼
(
組
先
)
を
ま
つ
る
杷
・
祭
・
享

の
儀
穫
で
、
狭
義
の
祭
杷
に
あ
た
る
。
組
先
祭
杷
の
享
は
季
節
ご
と
に
お
こ

な
わ
れ
、
天
神
・
地
祇
の
祭
杷
を
ふ
く
め
て
時
期
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
凶
雄
・
賓
種
・
軍
櫨
・
嘉
穫
は
不
定
期
の
儀
穫
で

あ
る
。
凶
曜
と
は
死
者
に
た
い
す
る
喪
葬
儀
櫨
の
こ
と
。
考
古
島
ナ
で
は
葬
送

儀
植
を
し
ば
し
ば
祭
把
に
ふ
く
め
て
い
る
が
、
墓
へ
の
埋
葬
が
完
了
し
、
死

者
が
租
先
一
刊
に
昇
華
し
て
は
じ
め
て
吉
雄
と
し
て
の
祖
先
祭
杷
が
宗
廟
で
お
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こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に
な
っ
て
墓
祭
の
風
習
が
ひ
ろ
が
る
け

れ
ど
も
、
臨
時
の
凶
曜
と
し
て
の
喪
主
葬
儀
櫨
と
定
期
的
な
吉
雄
と
し
て
の
墓

祭
と
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
賓
穫
と
は
、
諸
侯
が
王
に
朝
観
し
た
り
、

諸
侯
が
曾
同
し
た
り
す
る
と
き
の
儀
種
。
軍
穫
と
は
軍
事
に
か
か
わ
る
儀
雄
、

嘉
雄
と
は
冠
婚
や
饗
宴
な
ど
の
儀
植
を
い
う
。
要
す
る
に
、
枇
舎
生
活
の
す

べ
て
に
か
か
わ
る
儀
種
が
五
穫
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
農
耕
儀
雄
よ
り
汲
生
し

て
定
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
祭
記
が
吉
種
、
そ
の
ほ
か
の
四
穫

が
臨
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
儀
穫
で
あ
っ
た
o

た
だ
し
、
こ
の
五
穫
で
す
べ
て

の
祭
把
儀
植
が
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
周
櫨
』
大
司
馬
は
、
軍
事

救
練
を
か
ね
た
狩
猟
を
季
節
ご
と
に
お
こ
な
い
、
狩
り
の
獲
物
を
神
が
み
に

さ
さ
げ
る
祭
記
が
最
後
に
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
〔
小
南
一

九
九
七
〕
o

ま
た
、
戦
園
時
代
の
祭
蒔
の
よ
う
に
、
個
人
の
安
寧
を
祈
願
し

て
神
が
み
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
臨
時
の
祭
杷
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る

〔
岡
村
二

O
O
五

a
一
四
四
六
!
四
六
四
〕

0

本
論
で
は
農
耕
儀
雄
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
定
期
的
な
祭
記
を
お
も
に
検
討

す
る
が
、
凶
礎
・
賓
嘘
・
軍
櫨
・
嘉
植
な
ど
の
儀
曜
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
も

う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
祭
杷
が
人
と
神
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
儀
櫨
は
、
神
が
介
在
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
と
人
と
の
閥
係
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
儀

穫
は
祭
記
を
包
括
す
る
上
位
概
念
で
あ
り
、
祭
杷
を
論
じ
る
と
き
に
は
祭
杷

封
象
で
あ
る
柿
を
つ
ね
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

農
事
暦
と
祭
杷
儀
瞳

中
園
の
古
代
枇
舎
は
農
業
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
。
乾
燥
し
た
黄
河
流

域
で
は
ア
ワ
や
キ
ピ
な
ど
雑
穀
の
畑
作
、
雨
の
多
い
長
江
流
域
で
は
水
田
稲
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作
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
紀
元
前
二
千
年
紀
に
ダ
イ
ズ
が
栽
培
化
さ
れ
、
雑

穀
・
イ
ネ
・
ム
ギ
と
組
み
合
わ
せ
た
五
穀
の
輪
作
が
は
じ
ま
る
と
、
華
北
の

農
業
生
産
力
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
〔
岡
村
二

O
O
三
一
一
六
九
!
一
七

六
〕
。
冬
コ
ム
ギ
な
ど
後
世
に
出
現
し
た
品
種
を
の
ぞ
け
ば
、
五
穀
の
す
べ

て
は
夏
の
高
温
多
雨
を
利
用
し
て
栽
培
さ
れ
る
た
め
、
春
に
穏
を
ま
き
、
秋

に
牧
穫
さ
れ
る
。
幽
豆
鏡
を
祈
り
豊
作
を
祝
う
農
耕
儀
植
は
、
こ
の
農
事
暦
か

ら
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
グ
ラ
、
不
『
中
園
古
代
の
祭
穫
と
歌
謡
』
の
先

駆
的
な
研
究
を
受
け
て
、
わ
が
固
で
も
谷
川
U
義
介
が
「
詩
経
』
幽
風
・
七
月

の
生
活
誌
を
復
元
し
て
い
る
〔
谷
口
一
九
八
八
一
二
八
l
六
三
己
。
夏
暦
二

月
に
は
村
の
枇
で
芸
と
主
を
さ
さ
げ
た
春
の
ま
つ
り
、
十
月
に
は
芸
羊
を
殺

し
て
朋
酒
を
ふ
る
ま
う
饗
宴
が
催
さ
れ
た
。
幽
は
黄
土
高
原
に
隣
接
し
た
土

地
に
あ
り
、
ヒ
ツ
ジ
の
牧
畜
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
温
暖
な
中
原

の
農
村
で
は
、
お
も
に
ブ
タ
が
飼
養
さ
れ
、
曲
民
事
暦
は
ひ
と
月
ほ
ど
早
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
作
物
の
品
種
に
よ
っ
て
も
、
農
作
業
が
ひ
と
月
ぐ
ら
い
前
後

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
春
に
種
を
ま
き
、
秋
に
牧
穫
す
る
カ
レ
ン

ダ
ー
は
、
ひ
ろ
い
中
園
と
い
え
ど
も
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。

儀
穫
で
扶
か
せ
な
い
の
が
酒
で
あ
る
。
古
代
の
酒
は
、
日
本
酒
と
同
じ
よ

う
に
穀
物
を
ア
ル
コ
ー
ル
設
酵
さ
せ
た
醸
造
酒
で
、
ど
ぶ
ろ
く
(
濁
り
酒
)

に
近
い
と
さ
れ
る
。
前
四
千
年
紀
に
杯
と
米
を
蒸
す
甑
と
が
出
現
す
る
か
ら
、

そ
の
こ
ろ
に
は
酒
が
さ
か
ん
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
原
料
と

な
る
穀
物
に
相
廃
の
飴
剰
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

い
ま
で
こ
そ
泊
は
一
年
を
通
じ
て
手
に
は
い
る
が
、
そ
れ
は
醸
造
と
貯
戚

の
過
程
で
雑
菌
に
よ
る
腐
敗
を
防
ぐ
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
技
術
の
な
か
っ
た
古
代
で
は
、
酒
は
長
期
間
の
保
存
が
む
ず
か

し
く
、
数
日
で
速
成
す
る
惨
を
の
ぞ
け
ば
〔
林
一
九
七
五
〕
、
酒
造
り
と
飲

」

酒
儀
植
の
季
節
は
お
の
ず
と
凶
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
「
詩
経
』
幽

風
・
七
月
に
は
「
卜
月
は
裕
を
穫
り
、
こ
の
春
酒
を
つ
く
り
、
以
て
眉
需
を

い
の
る
」
と
あ
り
、
後
漢
代
の
歳
時
記
『
田
口
氏
月
令
』
は
、
夏
至
・
初
伏
の

ま
つ
り
に
用
い
る
春
酒
を
正
月
に
醸
し
、
冬
至
の
ま
つ
り
や
十
二
月
の
臓
祭

に
用
い
る
冬
、
泊
を
十
月
に
醸
す
と
い
う
。
崖
寒
『
四
民
月
令
』
は
い
ま
の
河

北
省
か
ら
河
南
省
あ
た
り
の
農
業
を
記
し
て
い
る
か
ら
〔
渡
部
一
九
八
七
〕
、

『
詩
経
」
幽
風
よ
り
も
や
や
温
暖
な
と
こ
ろ
の
農
事
暦
で
あ
る
。
ま
た
、
雑

穀
は
収
穫
期
が
少
し
早
い
た
め
、
『
説
文
解
字
』
一
四
下
「
酉
」
に
は
「
八

月
に
黍
(
キ
ピ
)
な
り
、
酎
酒
を
つ
く
る
べ
し
」
と
い
う
。
酎
酒
は
仕
込
み

を
何
度
か
く
り
か
え
し
た
濃
い
酒
〔
林
一
九
七
五
〕
o

い
ず
れ
の
酒
に
せ
よ
、

原
料
と
な
る
米
と
麹
の
準
備
↓
蒸
し
米
↓
仕
込
み
↓
搾
り
と
い
う
酒
造
り
の

過
程
に
お
い
て
夏
場
の
高
温
を
さ
け
る
必
要
が
あ
り
〔
秋
山
一
九
九
四
一
一
一
一

八
l
七
七
〕
、
酒
を
醸
す
時
季
は
お
の
ず
と
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
新
米
を

用
い
て
神
酒
を
つ
く
る
理
由
づ
け
に
な
り
、
農
閑
期
で
労
働
力
が
確
保
し
や

す
い
と
い
う
利
貼
も
あ
っ
た
。

考
古
撃
で
は
、
土
器
に
附
着
し
た
物
質
か
ら
酒
の
原
料
を
分
析
す
る
研
究

が
は
じ
ま
っ
た
。
龍
山
文
化
の
山
東
省
雨
城
鋲
遣
社
か
ら
出
土
し
た
土
器
に

つ
い
て
米
園
と
中
園
の
研
究
者
が
共
同
で
化
学
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
酒
の
微

量
元
素
が
検
出
さ
れ
、
イ
ネ
・
蜂
蜜
・
果
物
を
原
料
に
し
た
醸
造
酒
と
い
う

結
果
が
で
た
〔
委
文
文
ほ
か
二

O
O
五〕
o

こ
の
遺
祉
で
は
ア
ワ
・
キ
ピ
な

ど
の
雑
穀
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
一
泊
の
原
料
に
は
も
っ
ぱ
ら
イ
ネ
が
用
い

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
分
析
の
信
頼
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必

要
だ
が
、
考
古
撃
か
ら
、
酒
を
論
じ
る
可
能
性
が
聞
か
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

酒
の
賞
味
期
限
と
飲
み
方
に
か
ん
し
て
、
考
古
撃
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が

あ
る
。
二
黒
頭
文
化
に
出
現
す
る
爵
な
ど
青
銅
製
の
酒
器
は
す
べ
て
加
熱
用
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の
器
種
で
あ
り
、
飲
酒
用
の
飢
は
土
器
や
漆
器
が
肘
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
青

銅
器
が
土
器
よ
り
も
加
熱
に
適
し
て
い
た
か
ら
だ
が
、
か
つ
て
の
日
本
酒
の

よ
う
に
、
首
時
の
酒
は
甘
味
が
な
く
て
酸
味
が
強
く
、
と
く
に
時
間
が
た
つ

に
つ
れ
て
雑
菌
が
繁
殖
し
て
味
が
志
く
な
る
た
め
、
「
火
入
れ
」
に
よ
っ
て

滅
菌
し
た
り
、
澗
に
よ
っ
て
口
首
た
り
を
よ
く
し
た
こ
と
も
、
青
銅
酒
器
の

出
現
を
、
つ
な
が
し
た
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
周
躍
」
春
官
に

「
鼓
人
」
「
墜
人
」
が
あ
り
、
護
草
な
ど
で
香
り
を
つ
け
た
酒
が
祭
記
儀
躍

で
用
い
ら
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
酒
そ
の
も
の
の
風
味
が
芳
し
く
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

賞
味
期
限
の
短
い
こ
と
は
一
肉
も
同
じ
で
あ
る
。
↓
肉
を
食
べ
る
に
は
、
そ
の

動
物
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
干
し
内
や
堕
漬
け
な
ど
の
保
存
方
法
が

す
で
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
r

冷
な
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
長
期
保
存
は
む
ず

か
し
い
。
い
っ
た
ん
動
物
を
殺
す
と
、
成
年
の
プ
タ
な
ら
一
頭
一

0
0
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
上
の
内
が
あ
り
、
一
部
を
保
存
用
に
と
っ
て
お
く
と
し
て
も
、
プ

タ
を
飼
っ
て
い
る
世
帯
だ
け
で
食
べ
き
れ
る
量
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
円

常
的
に
内
を
食
べ
る
こ
ん
に
ち
と
は
ち
が
い
、
饗
宴
な
ど
特
別
な
儀
穫
の
と

き
で
な
け
れ
ば
内
を
食
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
o

ま
た
、
ブ
タ
や
ヒ
ツ
ジ
は

春
先
に
子
を
産
む
。
子
は
一
年
足
ら
ず
で
成
長
し
、
そ
れ
以
L
L
は
飼
料
を
い

た
ず
ら
に
消
費
す
る
だ
け
だ
か
ら
、
冬
を
む
か
え
る
こ
ろ
に
は
繁
殖
に
不
用

な
家
畜
の
オ
ス
を
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
う
の
が
経
済
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ブ
タ
を
飼
っ
て
い
る
農
耕
枇
舎
で
も
、
ヒ
ツ
ジ
を
飼
っ
て
い
る
牧
畜
枇

舎
で
も
、
冬
に
は
家
畜
の
内
を
共
同
桂
成
員
に
ふ
る
ま
う
饗
宴
が
膝
大
に
と

り
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
詩
一
経
』
幽
風
・
七
月
に
は
芸
羊
を
殺
し
て

朋
酒
を
ふ
る
ま
う
饗
宴
が
十
月
に
聞
か
れ
た
と
あ
り
、
『
四
民
月
令
』
に
は

十
二
月
の
服
祭
に
用
い
る
干
し
内
を
十
月
に
準
備
し
、
冬
至
の
ま
つ
り
や
服

481 

」

祭
の
と
き
に
は
家
や
羊
を
殺
す
と
い
う
。
い
ま
も
中
園
の
農
村
で
は
、
家
ご

と
に
飼
っ
て
い
る
ブ
タ
の
子
を
殺
し
て
一
家
全
員
で
春
節
を
む
か
え
て
い
る

が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
動
物
の
生
態
と
経
済
性
と
を
勘
案
し
た
農
事
暦
で

あ
っ
た
。

考
古
資
料
の
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
山
西
省
天
馬
・
同
村
遺
祉
は
、
西

周
時
代
か
ら
春
秋
時
代
に
か
け
て
の
耳
目
の
園
都
で
あ
る
。
そ
の

J
三
・

J
四

匡
で
は
、
動
物
を
生
き
埋
め
に
し
た
五
八
基
の
犠
牲
坑
が
護
掘
さ
れ
た
〔
北

京
大
挙
考
古
事
系
商
胤
組
ほ
か
二

0
0
0〕
o

い
ま
み
た
よ
う
な
饗
宴
の
犠

牲
で
は
な
く
、
家
畜
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
生
き
埋
め
に
し
た
犠
牲
坑
で
、

ウ
マ
坑
は
一
一
基
、
ウ
シ
坑
は
一
七
基
、
ヒ
ツ
ジ
坑
は
二

O
基
、
未
鑑
定
の

坑
は
二
基
、
動
物
骨
の
な
い
坑
は
八
基
で
あ
る
。
空
坑
は
↓
肉
だ
け
を
い
れ
た

の
だ
ろ
う
。
食
一
肉
用
と
し
て
ふ
つ
う
に
飼
わ
れ
て
い
た
ブ
タ
が
ま
っ
た
く
用

い
ら
れ
ず
、
ウ
マ
や
ウ
シ
と
い
う
軍
事
に
有
用
な
大
家
畜
が
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
位
の
貴
族
が
主
催
し
た
祭
記
で
あ
り
、
惜
し
げ
も
な

く
生
き
埋
め
に
す
る
損
失
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
前
五
位
紀
の
品
目
を
お
お
っ

た
内
乱
な
ど
、
相
謄
の
耐
ム
目
的
・
宗
数
的
動
機
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
犠
牲
の
埋
め
ら
れ
た
季
節
で
あ
る
。
晴
乳

類
は
歯
の
萌
出
度
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
細
か
く
死
亡
の
月
齢
が
鑑
定
で
き
、

ウ
マ
は
す
べ
て
九

l
一
一
一
か
月
齢
、
ウ
シ
は
一
頭
が
一

0
か
月
齢
、
ほ
か
の

一
六
頭
が
六

1
七
か
月
齢
、
ヒ
ツ
ジ
は
鑑
定
で
き
た
例
が
少
な
い
が
、
一

0

1

一
一
一
か
月
齢
が
四
頭
、
一
四
か
月
齢
が
二
頭
、
二
四
か
月
齢
が
三
頭
と
鑑

定
さ
れ
た
。
報
告
者
は
そ
れ
以
卜
に
考
察
し
て
い
な
い
が
、
ウ
マ
と
ヒ
ツ
ジ

は
春
先
に
出
産
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
か
ら
、
成
熟
度
の
個
岨
眼
差
や
鑑
定
の
誤

差
な
ど
を
勘
案
し
て
も
、
犠
牲
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
一
年
未
満

の
、
お
よ
そ
多
か
ら
春
に
か
け
て
の
季
節
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
岡
村
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482 

二
O
O
五

a
一
四
二
四

l
四
四
六
〕
o

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
冬
至
の
ま
つ
り
や

臓
祭
と
時
季
が
同
じ
で
あ
る
。
共
同
龍
の
農
耕
儀
植
を
利
用
し
て
、
支
配
者

が
お
こ
な
っ
た
祭
杷
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

農
耕
儀
櫨
に
用
い
ら
れ
る
穀
物
・
酒
・
動
物
は
、
そ
の
生
物
皐
・
農
率
的

特
性
か
ら
、
生
産
と
消
費
の
季
節
が
限
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
お
も
に
中
園

古
代
を
例
に
み
た
が
、
そ
の
小
刀
法
的
規
角
は
、
時
空
間
を
こ
え
て
、
ひ
ろ
く

農
耕
壮
舎
に
一
般
化
で
き
る
だ
ろ
う
。

王
権
に
よ
る
農
耕
儀
曜
の
再
編
成

中
園
の
古
代
王
権
を
表
象
す
る
考
古
資
料
と
し
て
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て

き
た
の
は
、
都
市
・
宵
殿
・
文
字
・
玉
器
・
青
銅
器
な
ど
で
あ
る
。
わ
た
し

も
河
南
省
二
里
頭
遺
祉
の
宮
殿
・
玉
器
・
青
銅
器
か
ら
宮
廷
儀
植
を
復
元
し
、

王
権
の
成
立
と
中
国
文
明
の
誕
生
を
論
じ
た
〔
岡
村
二

O
O
一
己
。
こ
こ
で

は
前
章
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
そ
う
し
た
王
権
が
ど
の
よ
う
に
農
業
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
耕
儀
離
が
ど
の
よ
う
に
再
編

成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

険
西
省
の
扶
風
燃
と
岐
山
際
に
ま
た
が
る
周
原
遣
社
は
、
周
王
朝
の
愛
鮮

地
で
あ
る
。
表
ー
は
そ
の
王
家
鳴
地
貼
で
前
三
千
年
紀
後
半
の
龍
山
文
化
と

前
二
千
年
紀
後
半
の
先
周
文
化
(
段
後
期
併
行
)
と
に
つ
い
て
土
壌
試
料
か

ら
採
取
し
た
植
物
種
子
の
分
析
デ
ー
タ
で
あ
る
〔
周
原
考
古
隊
二

O
O
四〕

0

雨
時
期
と
も
ア
ワ
が
過
竿
教
を
山
め
る
、
も
っ
と
も
主
要
な
作
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
雨
時
期
の
聞
に
大
き
な
愛
化
が
生
じ
て
い
る
。
第
一
に
、
キ
ピ
車

科
の
比
率
が
龍
山
文
化
で
は
四
五
・
九
%
を
占
め
た
の
に
た
い
し
て
、
先
周

文
化
で
は
九
・
七
%
に
激
減
し
て
い
る
。
キ
ピ
商
科
と
は
、
栽
培
種
の
ア
ワ

や
キ
ピ
と
比
べ
て
粒
の
小
さ
な
禾
本
科
の
雑
草
の
こ
と
。
龍
山
文
化
で
は
集

」

落
に
も
ち
こ
ま
れ
た
種
子
の
半
数
近
く
が
雑
草
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
代

の
巨
大
な
城
郭
集
落
の
山
西
省
陶
寺
遣
社
で
は
雑
草
が
二
一
%
と
や
や
少
な

い
が
〔
趨
・
何
二

O
O
六
〕
、
山
東
省
雨
城
鎖
遺
社
で
は
そ
れ
が
四
七
%
に

達
し
て
い
る
〔
克
労
幅
徳
ほ
か
二

0
0
四〕
o

農
耕
の
初
期
段
階
で
は
、
栽

培
種
と
野
生
種
と
が
交
雑
し
、
開
花
の
と
き
ま
で
種
が
判
別
で
き
な
い
こ
と

も
多
い
か
ら
、
龍
山
文
化
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
粗
放
な
農
耕
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
先
周
文
化
に
は
雑
草
が
激
減
し
、
品
種
の
選
揮
と
除

草
に
よ
る
集
約
的
な
農
耕
が
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
龍
山

文
化
で
は
ア
ワ
以
外
の
作
物
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
が
、
先
周
文
化
に
は

キ
ピ
・
コ
ム
ギ
・
ダ
イ
ズ
が
一
定
量
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
連
作
障
害
を

避
け
る
た
め
に
、
放
卒
の
よ
い
輪
作
が
す
す
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ピ
の
増
加
は
、
古
典
籍
に
み
る
よ
う
な
キ
ピ
酒

険西省周原王家瞬遺土l上の植物種子

龍山文化 先周文化

個健敷 % f岡龍数 % 

ア ワ 5826 50.5 583 63.0 

キ ピ 160 1.4 94 10.1 

コムギ 1 0.0 120 13.0 

ダイズ 122 1.1 37 4.0 

イ 午、 5 0.0 。0.0 

キピ亜科 5293 45.9 90 9.7 

マメ科 115 1.0 1 0.1 

そ の他 10 0.1 1 0.1 

計 11532 100.0 926 100.0 

表 1
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の
晴
好
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
農
耕
の
集
約
化
と
救

出
十
的
な
輪
作
の
は
じ
ま
り
が
、
支
配
者
の
強
権
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
業
生
産
力
が
飛
躍
的
に
高
ま
り
、
同
王
朝
の
創

業
を
支
え
る
経
済
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
周
原

は
「
詩
経
』
幽
風
・
七
月
の
舞
蓋
に
近
く
、
そ
の
農
事
詩
を
考
え
る
う
え
で

も
、
こ
れ
は
貴
重
な
分
析
デ
ー
タ
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
l
ゲ
ル
〔
一
九
九
乙
は
大
規
模
な
治
水
産
税
農

業
に
と
も
な
う
集
圏
労
働
が
専
制
的
な
岡
家
を
生
み
だ
し
た
と
考
え
た
。
し

か
し
、
中
園
で
は
馬
の
治
水
の
よ
う
な
神
話
を
の
ぞ
け
ば
、
大
規
模
な
水
利

事
業
を
も
の
が
た
る
詮
擦
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
か
わ
り
に
文
献
血
字
で
注
目
さ

れ
た
の
が
霜
同
儀
躍
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
月
に
王
が
上
帝
に
豊
作
を
祈
念
し
、

吉
日
を
え
ら
ん
で
一
土
が
公
卿
・
諸
侯
・
大
夫
ら
を
引
き
連
れ
て
霜
田
を
耕
す

儀
曜
の
こ
と
で
あ
る
(
「
櫨
記
』
月
令
)

0

霜
田
で
収
穫
し
た
一
刑
米
は
秋
の
祭

杷
に
供
さ
れ
、
そ
れ
で
神
酒
が
醸
さ
れ
た
。
『
詩
経
』
に
は
そ
う
し
た
農
事

詩
が
豊
富
に
あ
り
、
股
嘘
卜
辞
に
も
霜
田
の
記
事
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ

て
、
農
業
共
同
健
の
祭
杷
や
共
同
備
蓄
の
た
め
の
「
公
同
」
を
集
圏
で
共
同

耕
作
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
大
嶋
一
九
六
O

/
白
川

一
九
八
一
/
谷
口
一
九
八
八
/
佐
竹
一
九
九
二
〕
。
漢
代
に
は
文
帝
三
年
正

月
に
「
そ
れ
農
は
天
下
の
本
な
り
。
そ
れ
藷
田
を
聞
き
、
肢
は
み
ず
か
ら
率

い
て
耕
し
、
も
っ
て
宗
廟
の
菜
盛
に
給
せ
ん
」
と
い
う
詔
が
下
さ
れ
(
『
史

記
』
文
帝
紀
)
、
皇
帝
が
主
催
す
る
農
耕
儀
穫
の
規
範
と
な
っ
た
。
大
規
模

濯
瓶
の
談
擦
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
共
同
健
祭
杷
に
は
じ
ま
る
農
耕
儀
櫨
か

ら
み
る
と
、
王
権
の
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
大
規
模
な
農
業
の
組
織
化
を
、
つ

な
が
し
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
植
物
種
子
の
分
析
デ
ー
タ
か
ら

み
た
農
業
の
革
新
も
、
そ
れ
と
連
動
し
た
愛
化
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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霜
田
儀
穫
の
よ
う
な
春
の
田
耕
で
は
な
い
が
、
牧
穫
時
の
集
園
盤
労
働
を
う

か
が
わ
せ
る
考
!
日
資
料
が
あ
る
。
殿
前
期
の
み
や
こ
河
南
省
鄭
州
城
の
木
材

公
司
遺
祉
で
は
、
二
里
岡
上
層
期
の
坑
か
ら
一
九
貼
の
石
鎌
が
土
器
に
は
い

っ
た
状
態
で
出
土
し
た
〔
河
南
省
文
物
研
究
所
鄭
州
工
作
祐
一
九
八
四
〕
。

段
後
期
の
み
や
こ
河
南
省
段
壌
の
小
屯
北
遣
社
で
も
長
方
形
坑

(
E
一
八

一
)
か
ら
四
四
四
期
に
の
ぼ
る
石
鎌
(
い
わ
ゆ
る
石
刀
)
が
一
括
出
土
し
た

〔
石
一
九
三
三
/
李
一
九
五
乙
。
い
ず
れ
も
収
穫
具
を
意
国
的
に
ま
と
め

て
埋
め
た
も
の
で
あ
り
、
段
王
の
主
導
の
も
と
、
神
に
豊
作
を
感
謝
す
る
集

圏
的
な
牧
穫
儀
櫨
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

王
権
と
農
耕
儀
植
を
考
え
る
と
き
、
田
租
の
起
源
も
重
要
で
あ
る
。
田
租

は
祭
杷
の
た
め
に
牧
穫
物
が
奉
献
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
や
が
て
支
配

者
が
そ
れ
で
自
分
た
ち
の
租
廟
を
ま
つ
り
、
王
朝
の
財
政
に
縛
化
し
た
と
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
〔
宮
崎
一
九
五
七
一
一

O
三
l
一
三

O
〕
。
「
宗
廟
の
菜
感

に
給
せ
ん
」
と
す
る
文
帝
の
詔
は
そ
れ
を
明
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
租
」

字
が
「
組
」
「
狙
」
「
昨
」
な
ど
祭
杷
関
係
の
文
字
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
も

裏
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
田
租
の
は
じ
ま
り
を
考
山
資
料
か
ら
検
設
す
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
王
室
が
飼
養
し
て
い
る
犠
牲
用
の
牧
草
が
、
租
税

の
ひ
と
つ
と
し
て
徴
牧
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
意

味
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
「
稽
記
』
月
令
に
い
う
。

こ
の
月
(
六
月
)
に
は
四
監
(
山
林
川
津
の
監
督
者
)
に
命
じ
て
畿
内

の
百
豚
か
ら
牧
草
を
大
い
に
集
め
、
そ
れ
で
王
室
の
犠
牲
を
飼
養
す
る
。

そ
し
て
民
衆
に
命
令
し
て
、
す
べ
て
の
者
に
勢
力
を
供
出
さ
せ
、
自
主
天

上
帝
や
名
山
大
川
や
四
方
の
神
が
み
に
犠
牲
を
捧
げ
、
宗
廟
や
一
吐
稜
の

霊
た
ち
を
紀
り
、
民
衆
の
た
め
に
幸
一
帽
を
祈
る
の
で
あ
る
。

『
向
書
』
百
円
貢
に
は
都
か
ら
三
百
里
ま
で
の
地
域
で
は
賦
と
し
て
藁
を
納
め
、
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そ
れ
に
と
も
な
う
雑
役
の
規
定
が
あ
っ
た
〔
小
南
一
九
九
七
〕
o

秦
代
の
湖

北
省
睡
虎
地
一
一
競
某
や
前
漢
前
期
の
湖
北
省
、
江
陵
鳳
風
山
一

O
競
墓
か
ら

出
土
し
た
筒
臆
は
、
豚
ご
と
に
飼
養
さ
れ
た
馬
・
午
・
羊
の
飼
料
と
し
て
努

藁
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
『
櫨
記
』
月
令
に
み
え
る

牧
草
の
徴
牧
は
、
こ
の
よ
う
な
柄
拘
藁
税
に
先
行
す
る
田
租
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
〔
岡
村
二

O
O
五
a
一
一
一
一
九
二

l
三
九
八
〕
。

農
耕
儀
躍
で
供
さ
れ
る
犠
牲
の
種
類
も
、
龍
山
時
代
と
段
周
時
代
と
の
聞

で
大
き
く
愛
化
し
た
。
詳
し
く
は
拙
著
〔
岡
村
二

O
O
五
a
〕
を
み
て
い
た

だ
く
と
し
て
、
そ
の
概
略
を
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
ゴ
ミ
坑
や
地
層
か
ら
雑
然
と
出
土
す
る
動
物
骨
は
、
人
び
と
が
内

を
食
べ
て
捨
て
た
残
淳
で
、
そ
の
構
成
比
を
み
る
と
、
龍
山
文
化
で
は
ほ
と

ん
ど
の
遺
祉
で
ブ
タ
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
シ
ヵ
、
イ
ヌ
の
順
で
あ
る
。

ブ
タ
と
イ
ヌ
は
人
の
残
飯
や
米
ぬ
か
な
ど
を
飼
料
と
し
、
身
近
に
飼
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
シ
カ
は
、
多
く
が
狩
鋭
の
獲
物
で
あ
る
。
集

落
の
近
く
に
シ
カ
の
生
息
す
る
森
林
が
あ
り
、
狩
り
の
腕
前
さ
え
あ
れ
ば
、

家
畜
を
飼
う
子
聞
が
省
け
る
だ
け
で
な
く
、
田
畑
が
荒
ら
さ
れ
る
の
を
防
ぐ

殺
果
も
大
き
い
。
こ
の
た
め
龍
山
時
代
の
農
村
で
は
、
食
内
用
の
ブ
タ
を
飼

う
か
た
わ
ら
、
シ
カ
の
狩
猟
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
生
業
は
股
周
時
代

に
な
っ
て
も
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
森
林
の
豊
か
な
長
江
流
域
の
農

村
で
は
、
段
周
時
代
に
ブ
タ
の
畜
産
を
縮
小
し
、
狩
猟
漁
携
に
大
き
く
依
存

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
周
稽
』
職
方
氏
に
「
揚
州
と
刑
州
で
は

家
畜
を
飼
育
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
揺
を
栽
帯
す
る
」
と
い
い
、
『
漢
書
」
王
芥

停
に
「
刑
州
と
揚
州
の
民
は
山
や
津
に
依
存
し
て
漁
携
や
採
集
を
生
業
と
し

て
い
る
」
と
い
う
生
活
は
、
前
二
千
年
紀
に
は
じ
ま
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し

て
中
原
に
お
け
る
段
周
時
代
の
都
市
で
は
、
野
生
動
物
の
比
率
は
わ
ず
か
で

」

あ
る
。
代
表
的
な
遺
祉
の
動
物
骨
構
成
比
を
み
る
と
(
園

1
)
、
段
前
期
の

鄭
州
二
里
岡
と
股
後
期
の
股
櫨
百
国
北
地
と
は
王
都
で
、
と
も
に
ウ
シ
が
過

半
を
占
め
る
。
雨
遺
社
と
も
一
五

O
O貼
を
こ
え
る
大
量
の
動
物
骨
が
出
土

し
、
消
費
量
も
突
出
し
て
い
る
。
殿
嘘
の
宮
殿
匝
に
位
置
す
る
花
園
荘
南
地

シ

ジ

タ

ヌ

カ

他

ツ

の

ウ

ヒ

ブ

イ

シ

そ

口

醐

図

白

図

幽

河南
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で
は
、
長
径
三
九

m
の
大
き
な
坑
H
二
七
か
ら
三

O
高
貼
近
い
動
物
骨
が
出

土
し
、
そ
の
九
八
%
以
卜
が
ウ
シ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
殿
前
期
か
ら
段
後
期

へ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
河
南
省
一
泡
北
花
園
荘
、
段
末
か
ら
西
周
末
期
ま
で
の

険
西
省
澄
西
、
西
周
か
ら
春
秋
時
代
の
山
西
省
天
馬
・
曲
村
の
三
遣
社
は
王

都
・
園
都
の
一
角
に
あ
り
、
フ
タ
が
も
っ
と
も
多
く
、
ヒ
ツ
ジ
や
ウ
シ
も
一

定
の
比
率
を
占
め
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
河
南
省
阜
角
樹
、
北
京
市
鎮
江

管
・
塔
照
、
山
東
省
す
家
城
、
同
西
呉
寺
の
四
遺
壮
は
農
村
で
、
ブ
タ
と
シ

カ
の
多
い
構
成
比
は
近
似
す
る
。
要
す
る
に
、
ブ
タ
の
飼
養
と
シ
カ
の
狩
猟

と
で
主
た
る
食
内
を
ま
か
な
っ
て
い
た
農
耕
枇
舎
が
ひ
ろ
が
る
な
か
で
、
段

代
に
ウ
シ
を
お
も
に
消
費
す
る
一
土
都
や
ブ
タ
を
主
と
す
る
家
畜
に
大
き
く
依

存
す
る
王
都
・
閥
都
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

遺
祉
か
ら
は
ま
た
、
動
物
の
全
身
骨
が
し
ば
し
ば
出
十
一
す
る
。
な
に
か
の

原
因
で
死
ん
だ
家
畜
を
遺
棄
し
た
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
足
を
縛
っ
た
状
態

の
も
の
、
土
を
っ
き
固
め
て
埋
め
た
も
の
、
人
と
い
っ
し
ょ
に
埋
め
た
も
の

な
ど
は
、
祭
記
の
犠
牲
と
し
て
音
訓
国
的
に
全
身
を
埋
め
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
よ
う
な
犠
牲
は
、
新
石
器
時
代
か
ら
二
里
頭
時
代
ま
で
は
ブ
タ
が
も
っ

と
も
多
く
、
イ
ヌ
が
そ
れ
に
つ
ぐ
。
し
か
し
、
段
代
に
は
ウ
マ
・
ウ
シ
・
ヒ

ツ
ジ
が
多
く
な
り
、
ブ
タ
と
イ
ヌ
は
春
秋
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
消
失
す
る
。

シ
カ
な
ど
の
野
生
動
物
は
ど
の
時
代
も
例
が
少
な
い
。
狩
織
の
獲
物
は
全
身

を
神
に
さ
さ
げ
る
よ
う
な
祭
杷
に
は
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二

里
頭
時
代
ま
で
は
集
落
内
の
貯
戒
穴
や
井
戸
を
供
犠
に
再
利
用
し
て
い
る
が
、

段
代
に
な
る
と
祭
記
用
の
長
方
形
坑
が
出
現
し
、
多
数
の
坑
が
整
然
と
配
列

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
段
後
期
の
み
や
こ
段
塩
小
屯
と
西
北
岡
で
は
ウ
シ
・

ヒ
ツ
ジ
・
イ
ヌ
・
ウ
マ
・
人
を
犠
牲
に
し
た
彩
し
い
数
の
坑
が
愛
掘
さ
れ
、

甲
骨
卜
僻
に
み
え
る
大
規
模
な
王
朝
祭
記
を
訪
御
と
さ
せ
る
。
春
秋
後
期
に
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な
る
と
、
秦
公
の
宗
廟
と
考
え
ら
れ
る
険
西
省
馬
家
荘
で
は
ウ
シ
と
ヒ
ツ
ジ

が
主
で
、
耳
目
の
み
や
こ
山
西
省
侯
馬
で
愛
見
さ
れ
た
三
五

O
O基
あ
ま
り
の

犠
牲
坑
は
五
八
%
が
ヒ
ツ
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
段
周
時
代
は
犠
牲
の

種
類
と
規
模
に
お
い
て
前
代
か
ら
大
き
く
愛
化
し
た
の
で
あ
る
。

段
代
に
供
犠
が
大
き
く
婆
化
し
た
こ
と
は
、
神
意
を
上
口
、
っ
卜
骨
の
材
料
か

ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
龍
山
時
代
か
ら
二
里
頭
時
代
ま
で
の
卜
骨
は
ブ
タ
や

ヒ
ツ
ジ
が
多
か
っ
た
の
に
、
段
前
期
に
は
一
い
縛
し
て
ウ
シ
が
お
も
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
卜
骨
の
敷
が
桁
ち
が
い
に
激
増
す
る
。
段
前
期

の
鄭
州
二
黒
岡
で
は
一
九
五
二
・
五
三
年
の
二
年
聞
に
出
土
し
た
卜
骨
の
線

数
は
七
八
七
黙
で
、
そ
の
う
ち
ウ
シ
は
八
八
%
を
占
め
る
。
股
後
期
の
段
撞

で
一
九
九
一
年
ま
で
の
四
二
年
間
に
出
土
し
た
卜
骨
は
一
一
五
七
九
黙
に
お

よ
び
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ウ
シ
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
劉
一
九
九
七
〕
。
い
ず

れ
も
破
片
を
ふ
く
め
た
数
字
だ
が
、
肩
押
骨
は
一
一
践
の
動
物
に
つ
き
二
黙
し

か
採
取
で
き
な
い
か
ら
、
数
千
頭
に
の
ぼ
る
ウ
シ
が
王
朝
の
占
い
の
た
め
に

殺
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

雑
食
性
の
ブ
タ
は
一
年
に
数
頭
か
ら
一

O
頭
前
後
の
子
を
産
む
の
に
た
い

し
て
、
草
食
性
の
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ウ
マ
は
年
一
回
の
車
胎
が
ふ
つ
う
で
あ

る
。
た
だ
食
内
に
消
費
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ブ
タ
は
も
っ
と
も
経
済
妓
率
が

高
く
、
大
家
畜
の
ウ
シ
と
ウ
マ
は
も
っ
と
も
経
済
妓
率
が
悪
い
。
し
か
も
、

ブ
タ
は
農
業
の
副
業
と
し
て
集
落
内
で
戸
別
の
小
規
模
な
畜
産
が
可
能
で
あ

る
が
、
群
れ
を
な
す
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ウ
マ
は
ひ
ろ
い
牧
草
地
を
か
か
え
た

専
業
的
な
牧
畜
経
営
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
。
新
石
器
時
代
の
食
↓
肉
と
祭
記
に

お
い
て
ブ
タ
が
優
位
に
あ
り
、
こ
ん
に
ち
ま
で
ブ
タ
↓
肉
が
中
華
料
理
の
中
心

的
な
食
材
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
岡
農
耕
一
吐
舎
に
お
け
る
ブ
タ
の
経
済
性

に
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ウ
マ
は
数
十
頭
か
ら

十
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百
頭
車
位
で
飼
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
段
周
時
代
の
支
配
者
が
そ
れ
ら
を
惜

し
げ
も
な
く
消
費
で
き
た
の
は
、
そ
の
供
給
を
可
能
に
す
る
大
規
模
な
牧
場

経
営
を
は
じ
め
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
誠
一
に
い
え
ば
、
大
規
模
な

牧
場
経
管
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ウ
マ
の
供
犠
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
経
済
の
し
く
み
が
成
立
し
た
の
は
股
代
で
あ

り
、
ブ
タ
を
戸
別
に
飼
っ
て
自
家
消
費
す
る
農
村
と
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ウ
マ

を
大
量
に
消
費
す
る
都
市
と
の
格
差
が
明
確
に
な
っ
た
。
段
王
朝
は
祭
杷
儀

穫
を
日
的
と
し
て
財
の
生
産
と
蕩
査
を
お
こ
な
い
、
祭
主
と
し
て
の
権
威
を

い
っ
そ
う
高
め
た
の
で
あ
る
。

植
の
基
本
理
念
の
ひ
と
つ
に
玉
諸
侯
卿
大
夫
|
士
と
い
う
身
分
秩
序

が
あ
る
。
犠
牲
に
つ
い
て
み
る
と
、
王
・
諸
侯
は
午
・
羊
・
家
(
こ
の
三
種

を
大
牢
と
い
う
)
、
卿
大
夫
は
羊
・
家
(
こ
の
二
種
を
少
牢
と
い
う
)
、
士
は

家
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
犠
牲
に
は
身
分
に
劉
隠
す
る
牛

羊
家
の
序
列
が
あ
り
、
も
っ
と
も
第
重
さ
れ
た
犠
牲
が
牛
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
天
地
柿
の
祭
紀
は
王
だ
け
が
お
こ
な
い
、
犠
牲
に
用
い
る
牛
は
王

が
直
接
そ
の
飼
養
を
管
轄
し
た
。
『
櫨
記
』
祭
義
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

む
か
し
は
天
子
・
諸
侯
の
も
と
に
は
必
ず
家
畜
を
飼
養
す
る
役
人
が
い

た
。
祭
記
の
犠
牲
を
選
ぶ
季
節
が
く
る
と
、
君
主
は
粛
戒
泳
浴
し
て
そ

の
牧
場
を
臨
検
し
た
。
祭
記
に
肘
い
る
各
種
の
犠
牲
は
必
ず
そ
こ
か
ら

選
別
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
敬
度
な
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

君
主
は
そ
こ
で
牛
を
召
し
い
れ
て
貼
検
し
、
そ
の
毛
を
選
び
、
卜
占
に

か
け
て
、
吉
と
で
て
は
じ
め
て
そ
の
牛
を
特
別
に
飼
養
し
た
の
で
あ
る
。

供
犠
に
用
い
る
牛
の
飼
養
は
君
主
の
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
。
段
嘘
卜
辞
に

も
段
一
土
が
牛
の
飼
養
を
省
察
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
王
権
に
と
っ
て
犠
牲
に

用
い
る
牛
の
飼
育
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
『
詩
一
経
』

」

小
雅
・
無
羊
は
、
三

O
O一
顕
の
羊
と
九

O
頭
の
牛
を
放
牧
し
、
二
一

0
種
類
の

毛
色
の
犠
牲
が
そ
ろ
っ
て
い
る
大
規
模
な
王
室
の
牧
場
を
描
い
て
い
る
。
ま

た
『
春
秋
左
氏
惇
』
閲
公
二
年
候
に
は
、
訴
月
侯
が
衡
の
君
主
を
立
て
た
と
き
、

馬
四
匹
、
祭
服
五
着
、
牛
・
羊
・
家
・
鶏
・
狗
そ
れ
ぞ
れ
三

0
0頭
ず
つ
を

謄
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
家
畜
の
大
規
模
な
飼
養
が
園
の
存
立
に
と
っ
て
い

か
に
重
要
で
あ
っ
た
の
か
を
も
の
が
た
る
〔
岡
村
二

O
O
五
b
〕0

こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
牧
畜
だ
と
、
飼
料
の
牧
草
が
大
量
に
必
要
と
な
る

た
め
、
支
配
者
は
そ
れ
を
租
税
の
ひ
と
つ
と
し
て
徴
収
し
た
の
で
あ
る
。
さ

き
に
み
た
よ
う
に
、
王
は
人
び
と
か
ら
徴
牧
し
た
努
藁
で
犠
牲
を
飼
養
し
、

人
び
と
に
努
力
を
供
出
さ
せ
、
み
ず
か
ら
は
宗
廟
や
枇
稜
の
祭
杷
を
お
こ
な

っ
て
人
び
と
の
幸
一
脂
を
祈
っ
た
、
と
『
櫨
記
」
月
令
は
い
う
。
持
田
儀
雄
と

同
じ
よ
う
に
、
供
犠
に
か
か
わ
る
貢
納
と
労
働
奉
仕
は
も
と
も
と
共
同
慢
の

農
耕
儀
穫
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
王
権
が
誕
生
し
、
王
朝
祭
把

を
目
的
と
し
た
大
規
模
な
畜
産
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
租
税

や
労
役
と
い
う
園
家
の
収
奪
に
醇
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

農
業
共
同
健
の
儀
曜
は
そ
の
ま
ま
存
績
し
た
か
ら
、
正
確
に
い
え
ば
、
惇
統

的
な
農
耕
儀
穫
の
な
か
か
ら
王
朝
祭
記
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ

う
な
王
権
に
よ
る
再
編
成
は
い
つ
か
、
!
日
典
籍
か
ら
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な
考
山
皐
の
新
し
い
方
法
に
よ
っ
て
、
段
代
に
大
き

な
韓
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

王
権
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
農
耕
儀
躍
は
、
甲
骨
卜
辞
に
み
る
よ
う
な

天
・
地
・
姐
先
神
の
祭
杷
に
組
み
か
え
ら
れ
、
『
詩
経
』
の
農
事
詩
も
ま
た

祖
先
祭
記
と
結
び
つ
い
た
饗
宴
を
拍
窮
し
て
い
る
。
し
か
し
、
農
耕
儀
曜
は

も
と
も
と
動
植
物
の
生
態
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
、
太
陽
神
や
土
地
神
な

ど
の
祭
記
と
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
〔
林
二

O
O
二
〕
、
原
初
か
ら
淵

十
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先
祭
紀
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
股
周
時
代
に
お
け
る
岨
先

祭
記
は
、
王
系
や
家
系
の
形
成
と
か
か
わ
っ
て
身
分
秩
序
の
順
に
成
立
し
、

卿
大
夫
層
で
も
記
憶
の
範
囲
を
こ
え
て
数
世
代
さ
か
の
ぼ
る
祖
先
を
ま
つ
る

の
は
戦
園
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
〔
岡
村
二

O
O
六
〕
。
ま
つ
ら
れ
る

神
は
な
に
か
、
向
後
の
課
題
と
し
た
い
。

参

考

文

献

秋
山
裕
一
一
九
九
四
『
日
本
酒
」
、
岩
波
新
書

ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

I
ゲ
ル
(
湯
浅
越
男
誇
)
一
九
九
一

ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
』
、
新
許
論

大

嶋

隆

一

九

六

O
「
諸
国
考
」
『
甲
骨
且
字
』
第
八
競

岡

村

秀

典

二

O
O
三
『
夏
一
土
刺
王
権
誕
生
の
考
古
肇
』
、
講
談
枇

岡

村

秀

典

二

O
O
五
a
『
中
国
古
代
王
権
と
祭
杷
』
、
向
学
生
枇

岡

村

秀

典

二

0
0
五
b

「
股
周
時
代
に
お
け
る
畜
産
の
園
家
的
編
成
」

「
図
家
形
成
の
比
較
研
究
』
、
準
生
枇

岡

村

秀

典

二

0
0
六
「
櫨
制
か
ら
み
た
凶
家
の
成
立
」
『
束
ア
ジ
ア
古

代
国
家
一
論
」
、
す
い
れ
ん
舎

河
南
省
文
物
研
究
所
鄭
州
工
作
祐
一
九
八
四
「
近
年
来
鄭
州
商
代
遺
祉
後

掘
収
獲
」
『
中
原
文
物
』
第
一
期

克
勢
一
噛
徳
ほ
か
二

O
O
四
「
山
束
日
照
市
雨
城
鎮
遣
社
龍
山
文
化
植
物
遺

存
的
初
歩
分
析
」
『
考
卜
U
』
第
九
期

小
南
一
郎
一
九
九
七
「
石
鼓
文
製
作
の
時
代
背
景
」
『
東
洋
史
研
究
』

第
五
六
巻
第
一
競

佐
竹
靖
彦
一
九
九
二

院

「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
デ
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「
蒋
田
新
考
」
『
中
闘
の
都
市
と
農
村
』
、
汲
占
書

」

周
原
考
古
隊
二

O
O
四
「
周
原
遣
社
(
王
家
明
地
貼
)
嘗
試
性
浮
選
的
結

果
及
初
歩
分
析
」
『
文
物
』
第
一

O
期

白
川
静
一
九
八
一
『
詩
経
研
究
通
論
篇
』
、
朋
友
書
庖

石
埠
如
一
九
一
一
一
一
一
一
「
第
七
次
段
虚
護
掘
二
ι匡
工
作
報
告
」
力
支
陽

設
掘
報
告
』
第
四
期

谷
口
義
介
一
九
八
八
『
中
園
古
代
枇
曾
史
研
究
』
、
朋
友
書
庖

越
志
軍
・
何
駕
二

O
O
六
「
陶
寺
域
社
二

O
O
二
年
度
一
点
選
結
果
及
分

析
」
『
考
古
」
第
五
期

林
巳
奈
夫
一
九
七
五
「
漢
代
の
飲
食
」
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
四
八
皿
山

林

己

奈

夫

二

O
O
二
『
中
園
古
代
の
紳
が
み
』
、
吉
川
弘
文
舘

市
宮
支
文
ほ
か
二

O
O
五
「
山
東
日
照
市
雨
城
銭
遣
社
龍
山
『
リ
人
化
酒
遺
存
的

化
的
学
分
析
」
『
考
古
』
第
三
期

北
京
大
皐
考
I
U
皐
系
商
周
組
・
山
西
省
考
古
研
究
所
二

0
0
0
『
天
馬

|
|
山
村
』
、
科
的
晶
子
出
版
社

宮
崎
市
定
一
九
五
七
「
I
U
代
中
園
賦
税
制
度
」
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

一
、
同
朋
会
口

食
偉
超
・
高
明
一
九
七
八
l
一
九
七
九
「
周
代
用
鼎
制
度
研
究
」
『
北
京

大
向
学
学
報
』
哲
向
学
枇
舎
科
的
八
千
版
一
九
七
八
年
第
一
期
・
第
二
期
・
一
九
七

九
年
第
一
期

李
消
一
九
五
一
「
段
嘘
有
刀
石
器
国
説
」
『
園
立
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
二
三
本

劉
一
長
一
九
九
七
「
安
陽
段
嘘
甲
骨
出
土
地
及
其
相
閥
問
題
」
『
考

卜υ』
第
五
期

渡
部
武
一
九
八
七
『
四
民
月
令
|
|
漠
代
の
歳
時
と
農
事
』
、
市
凡

枇
東
洋
文
庫

十
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