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呂
氏
春
秋
の
農
業
技
術
に
闘
す
る
一
考
察

-
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特
に
氾
勝
之
書
と
関
連
し
て
|
|
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周
知
の
如
く
、
呂
氏
春
秋
士
容
篇
の
上
農
・
任
地
・
癖
土
・
審
時
の
四
篇
(
以
下
車
に
呂
氏
春
秩
と
略
す
〉
は
、
中
園
古
代
の
農
業
技
術
の
ま

と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
理
解
の
困
難
な
個
所
も
多
く
、
農
業
技
術
の
立
場
か
ら
は
戦
前
で
は
大
島
利
一
氏
が
ふ
れ
ら

①
 

れ
た
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
後
に
な
っ
て
西
嶋
定
生
氏
が
、
「
代
田
法
の
新
解
韓
」
に
お
い
て
、
そ
の
農
法
は
贋
畝
散
播
法
で
あ

り
、
こ
の
農
法
こ
そ
代
団
法
に
言
わ
れ
る
鰻
田
の
質
態
で
、
か
つ
代
団
法
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
一
般
的
農
法
で
あ
る
と
見
倣
し
て
、
呂
氏

@
 

春
秋
と
の
比
較
に
お
い
て
代
田
法
の
進
歩
性
を
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
呂
氏
春
秋
に
本
格
的
な
鋤
を
入
れ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
債
さ
る

「贋
畝
で
あ
ろ
う
が
黙
播
で
あ
る
。
士
容
篇
の
内
容
と
緩
田
は
別
個

- 30一

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
氏
の
結
論
に
納
得
の
で
き
な
い
貼
も
あ
り
、

@
 

の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
見
解
を
述
べ
た
事
が
あ
る
。
た
だ
そ
の
時
は
標
題
の
如
く
代
団
法
を
問
題
と
し
た
た
め
、
口
口
氏
春
秋
に
つ
い

て
は
検
討
も
不
充
分
で
あ
り
ま
た
言
葉
の
た
ら
な
か
っ
た
貼
も
多
く
、
其
の
後
補
足

・
訂
正
の
必
要
を
感
じ
な
が
ら
迭
に
今
日
に
至
っ
た
。

そ
の
聞
大
島
氏
は
「
呂
氏
春
秩
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
」
を
設
表
さ
れ
そ
の
後
二
回
に
わ
た
っ
て
こ
の
問
題
に
闘
す
る

⑤

⑤
 

論
文
を
公
表
さ
れ
的
。
特
に
第
二
回
、
第
三
回
の
論
文
に
お
い
て
は
、
ソ
ウ
ル
の
崇
貫
大
皐
の
閲
斗
基
氏
、
釜
山
大
皐
の
開
成
基
氏
の
研
究
を

詳
細
に
紹
介
批
判
し
つ
つ
、
氏
自
身
の
読
を
展
開
設
展
し
て
ゆ
か
れ
た
。
氏
の
研
究
の
思
惑
を
受
け
て
、
私
も
よ
う
や
く
自
民
春
秋
の
作
畝
形



式
や
播
種
法
を
具
瞳
的
に
頭
の
中
に
重
く
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
若
干
異
な
っ
た
結
論
に
も
到
達
し
た
の
で
、
呂
氏
春
秋
の
農

法
l
特
に
作
畝
法
と
播
種
法
、
氾
勝
之
書
や
代
田
法
と
の
関
係
、
及
び
嘗
時
の
輪
作
法
の
問
題
、
等
々
に
つ
い
て
卑
見
を
の
ベ
、
先
皐
の
御
教

示
を
得
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

目
氏
春
秋
の
農
業
技
術
に
閲
す
る
従
来
の
読
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
島
氏
が
詳
細
に
紹
介
批
剣
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
に
繰
、
返
す
必
要
も

あ
る
ま
い
と
思
う
が
、
問
題
貼
の
整
理
と
論
述
の
都
合
上
か
ら
、
失
躍
で
は
あ
る
が
、
作
畝
法
・
播
種
法
に
し
ぼ
っ
て
極
く
簡
単
に
紹
介
し
、

そ
れ
に
射
す
る
私
な
り
の
批
剣
を
附
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

最
初
に
ま
ず
、
口
口
氏
春
秋
の
作
畝
・
播
種
法
の
基
本
と
な
る
衣
の
文
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

揮
の
相
違
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

是
以
六
尺
之
組
。
所
以
成
畝
也
。
其
博
八
寸
。
所
以
成
馴
也
。
持
柄
尺
。
此
其
度
也
。
其
縛
六
寸
。
所
以
間
稼
也
。

こ
の
問
題
に
闘
す
る
異
説
は
、
専
ら
こ
の
文
の
解

(
任
地
篇
〉
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(A) 

西

嶋

説

ωこ
の
作
畝
法
は
、
六
尺
の
中
に
幅
五
尺
二
寸
の
畝
と
、
幅
八
寸
の
馴
を
つ
く
る
。

ω五
尺
二
寸
の
康
畝
に
、
調
種
(
あ
つ
ま
き
〉
・
散
播
(
ば
ら
ま
き
〉
を
行
な
う
。

制
こ
の
方
法
こ
そ
、
代
田
法
に
言
う
綬
回
で
あ
る
。

私
は
氏
の
設
に
つ
い
て
、
前
述
の
如
く
「
廉
畝
で
あ
ろ
う
が
、
散
播
で
な
く
貼
播
で
あ
ろ
う
と
」
批
剣
し
た
。
現
在
で
も
黙
播
説
に
襲
り
は

な
い
が
、
贋
畝
で
は
な
く
「
一
畝
三
馴
」
的
な
畝
幅
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
節
の
開
成
基
氏
・
大
島
氏
の
紹
介
批
剣
、

及
び
自
設
を
展
開
し
た
第
三
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
氏
の

既
種
而
無
行
。
耕
而
不
長
。
則
苗
相
嬬
也
。
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の
一
文
に
封
す
る
理
解
で
あ
る
。
氏
は
私
の
批
剣
の
後
、
『
中
園
経
済
史
研
究
』
(
九
一
頁
)
に
お
い
て

こ
の
文
中
に

「
既
種
而
無
行
」
と
あ
る
の
は
通
常
「
す
で
に
種
し
て
行
な
く
」
と
解
讃
さ
れ
て
い
る
が
、
既
と
は
繊
の
意
で
あ
る
ま
い

(
中
略
〉
ま
た
「
耕
而
不
長
」
と
い
う
こ
と
は
苗
織
の
理
由
と
は
な
し
が
た
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
耕
字
は
誤
で
あ
り
、
そ
こ

7J' 。に
は
播
種
後
の
苗
の
朕
態
を
示
す
文
字
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
ば
あ
い
既
種
を
「
す
で
に
種
し
て
」
と
讃
ん
で
も
、
縦

横
の
行
列
を
正
す
必
要
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
嘗
然
散
播
法
(
ば
ら
ま
き
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
自
読
を
再
確
認
し
て
い
る
。
問
題
貼
は

ω既
を
織
に
改
め
る

ω
「
耕
而
不
長
」
の
耕
は
誤
り
で
、
矯
種
後
の
苗
の
状
態
を
示
す
語
で
あ

ろ
う
、
と
の
二
貼
で
あ
る
。
ま
ず

ωか
ら
考
え
た
い
。
氏
の
繍
種
の
再
確
認
は
、
「
耕
市
不
長
」
を
「
童
生
而
不
長
」
と
訂
正
し
た
夏
緯
瑛
氏

①
 

の
設
に
よ
る
所
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
私
は
「
室
生
」
と
い
う
よ
う
に
播
穫
後
の
苗
の
献
態
を
示
す
語
に
訂
正
す
る
の
は
不
賛
成
で
あ

る
。
前
に
「
種
」
と
い
う
よ
う
に
作
業
が
記
る
さ
れ
て
い
る
以
上
、

「
耕
」
の
個
所
に
は
播
種
後
の
作
業
が
書
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
大
島
氏
(
論
文
口
)
の
「
同
じ
改
め
る
な
ら
ば
む
し
ろ
「
転
而
不
長
」
と
改
め
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
」
と
い
う
考
え
方
の
方
が
遣
に

安
嘗
で
あ
旬
。
た
だ
「
転
而
不
長
」
と
訂
正
す
る
な
ら
ば
、
既
を
助
字
と
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

雨
句
が
封
句
を
な
し
て
い
る
以
上
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首
然
で
あ
ろ
う
。

ωに
つ
い
て
見
る
に
侵
り
に
百
歩
譲
っ
て

「
輔
種
而
無
行
」
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、

「
耕
市
不
長
」
の
耕
も
「
深
耕
」
と
か
「
菱
除
」

と
か
、
同
じ
よ
う
に
特
定
の
作
業
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
で
は
九
字
の
中
二
字
も
訂
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
上
既

を
舗
に
改
め
る
と
折
角
「
既
:
・
則
」
と
緊
密
に
結
ぼ
れ
て
い
る
「
種
而
無
行
」

「
耕
而
不
長
」
と
「
苗
相
縞
也
」
の
関
係
を
著
し
く
弱
め
る
結

果
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
既
を
改
め
る
必
然
性
は
私
に
は
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
し
、

@
 

し
も
耕
を
改
め
る
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
白
氏
春
秋
の
諸
版
を
見
て
も
繍
種
に
な
っ
て
い
る
例
が
見
嘗
ら
な
い
ま
ま
で
訂
正
す
る
の
な
ら

ば
、
口
口
氏
春
秋
の
中
か
ら
既
が
舗
と
混
同
さ
れ
て
い
る
例
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
嘗
時
の
文
献
か
ら
、
雨
者
が
同
じ
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る

例
が
欲
し
い
と
思
う
。
目
氏
春
秋
、
が
散
播
法
と
云
い
難
い
そ
の
他
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
島
氏
(
論
文
・
口
・
白
)
が
、
諸
家
の
設
を
拳
げ
て

ま
た
原
文
の
ま
ま
で
意
味
が
遁
り
、
必
ず



(B) 

緯

詳
説
し
て
い
る
の
で
言
を
加
え
る
必
要
は
感
じ
な
い
。

⑩
 

読

瑛

夏ω六
尺
幅
の
中
に
五
尺
の
畝
と
一
尺
の
酬
を
一
本
づ
っ
作
る
。

ひ
ろ
さ

ω畝
上
に
南
側
か
ら
お
の
お
の
一
尺
づ
っ
の
「
う
ち
の
り
」
を
取
り
、
各
行
の
閥
(
ま
き
幅
の
事
?
〉
が
一
尺
に
な
る
よ
う
に
、
南
行
に
播

種
す
る
。

@
 

ωそ
う
す
れ
ば
、
行
間
一
尺
と
指
定
し
て
い
る
「
縛
柄
尺
。
此
其
度
也
」
に
大
略
一
致
す
る
。

糾
癖
土
篇
の
「
室
生
於
地
者
。
五
分
之
以
地
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
播
種
法
と
一
致
す
る
。

氏
の
論
旨
の
う
ち
、

ωは
西
嶋
氏
の
設
と
大
略
一
致
す
る
の
で
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。
私
の
理
解
で
き
な
い
の
は

ωで
あ
る
。
想
像
す
る
に
氏
の
考
は
、
恐
ら
く
園
(

1

)

の
如
く
、
幅
一
尺
の
「
ま
き
溝
」
を
作
っ
て
播
種
す
る
の
で

@
 

あ
ろ
う
が
、
か
り
に
純
然
と
篠
播
す
る
な
ら
ば
、
行
聞
は
必
然
的
に
二
尺
に
な
り
、

ωの
文
章
と
一
致
し
な
く
な
る
。

従

っ
て
例
と
一
致
さ
す
た
め
に
は
、
一
尺
幅
の
播
種
溝
い
っ
ぱ
い
に
播
種
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
尺
幅
に
播
種
す
る

と
す
れ
ば
、
賞
質
的
に
散
播
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
然
ら
ば
氏
の
読
は
雨
行
の
播
種
溝
に
散
揺
す
る
こ
と
に
な
る

(圏 1)

「一一ーへ~

川 〕う
いち 一 、闇
1←1一一一一-oパー-1
尺尺
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が
、
播
種
後
の
管
理
を
考
え
れ
ば
散
播
の
不
都
合
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
は
培
土
に
関
す
る
も
の
で
、

「
室
の
成
長
す
る
に
従

つ

ωは
す
で
に
開
成
基
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

て
培
土
し
て
ゆ
き
、
常
に
室
の
長
さ
の
vn
を
地
中
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
播
種

法
と
何
の
関
係
も
な

読⑬。

(。

成

関

基

一
畝
三
酬
で
あ
る
。

:341 

ω日
氏
春
秋
の
示
す
も
の
は
、

制
従
っ
て
五
尺
の
廉
畝
で
は
な
く
、
散
の
幅
は
一
尺
二
寸
、
，
酬
の
幅
は
八
寸
で
あ
る
。
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帥
畝
上
に
ま
き
幅
八
寸
に
篠
播
す
る
。

例
候
播
後
苗
間
六
寸
に
整
苗
す
る
。

氏
は

ω・
ωの
論
援
と
し
て

大
馴
小
畝
。
震
青
魚
陸
。
苗
若
直
撤
(
巌
〉
。
地
嬬
之
也
。
(
韓
間
土
篇
)
(
誇
四
一
頁
〉

故
畝
欲
蹟
以
卒
。

(
馴
)
欲
小
以
深
。
下
得
陰
。
上
得
陽
。
然
後
威
生
。

(
癖
土
篇
)

放
に
畝
は
贋
く
て
卒
な
の
が
墓
ま
し
く
、
酬
は
狭
く
て
深
い
の
が
墓
ま
し
い
。
酬
に
し
め
り
気
が
あ
り
、

畝
に
目
、
が
あ
た
っ
て
こ
そ
、
苗

は
よ
く
生
長
す
る
。

其
魚
畝
也
。
高
市
危
則
津
奪
。
阪
則
崎
町
。
見
風
則
慨
。
高
培
則
抜
。
寒
則
脈
。
熱
則
備
。

畝
を
作
っ
た
と
き
に
(
畝
)
が
高
く
土
が
緊
密
で
な
い
な
ら
ば
、
毛
細
管
が
上
ま
で
通
ら
ず
、

念
に
す
れ
ば
崩
れ
、
風
を
受
け
れ
ば
苗
が
た
お
れ
、

け
れ
ば
賓
が
な
ら
ず
、
熱
け
れ
ば
し
ぼ
ん
で
し
ま
い
、

酬
や
畝
の
側
面
の
土
を
取

っ
て、

五
・
六
割
も
枯
れ
て
、
到
底
買
が
な
ら
な
い
。

傾
斜
を

吉
岡
く
培
土
(
土
寄
〉
す
れ
ば
根
が
外
に
出
る
。
寒

一
時
市
五
六
死
。
故
不
能
鴛
来
。

土
壌
の
水
分
を
利
用
で
き
な
い
。 (盟問土篇〉

(
誇
は
筆
者
〉

- 34ー

等
の
文
章
を
あ
げ
、
も
し
五
尺
幅
の
畝
と
八
寸
内
外
の
酬
で
、
畝
が
酬
の
五
倍
も
あ
れ
ば
、
「
大
馴
小
畝
」
の
警
戒
や
、

「
高
培
云

々
」
と
の
失

農
者
の
例
を
あ
げ
て
の
注
意
は
不
必
要
で
、
「
縛
柄
の
長
き
で
あ
る
一
尺
内
外
の
畝
と
酬
と
見
る
方
が
、
そ
し
て
畝
が
馴
よ
り
少
し
贋
い
程
度

の
も
の
に
考
え
る
の
が
安
嘗
な
解
轄
で
な
か
ろ
う
か
」
と
結
論
し
て
い
る
。
氏
の
一
一
畝
三
馴
読
は
「
一
晦
三
酬
。
歳
代
慮
。
故
田
代
田
。
古
法

也
」
を
論
接
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
極
め
て
説
得
力
も
あ
り
、
呂
氏
春
駄
の
播
種
後
の
管
理
法
を
考
え
れ
ば
、

一
一
臆
は
納
得
の
ゆ
く
設
で
あ

る
。
氏
が
「
組
長
六
尺
を
面
積
単
位
の
一
畝
の
幅
と
し
」
と
、
こ
の
畝
を
面
積
単
位
の
畝
と
解
し
た
事
に
な
お
疑
念
は
残
る
が
、
こ
の
贋
畝
読

の
否
定
は
卓
見
で
あ
る
。

ωの
畝
幅
三
尺
二
寸
」
設
に
つ
い
て
は
、
数
字
の
上
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
寅
際
作
業
の
上
か
ら
考
え
れ
ば
畝
の
側
面
を
完
全
に
垂

直
に
す
る
事
は
至
難
の
事
で
あ
り
、
そ
う
窮
屈
に
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
但
し
一
尺
二
寸
の
論
擦
と
し
て
縛
耳
六
寸
幅
の
二
倍
に
関
係
が



あ
る
と
言
う
事
に
は
そ
う
簡
単
に
賛
成
は
で
き
な
い
。
除
草
は
播
種
後
が
中
心
に
な
る
が
、
畝
上
に
苗
が
あ
れ
ば
縛
は
も
っ
と
細
密
に
使
用
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
か
ら
。

(圏2)
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ωの
八
寸
幅
に
播
種
す
る
と
い
う
設
に
は
、
前
述
の
夏
緯
瑛
氏
に
劃
す
る
批
剣
と
同
じ
理
由
で
賛
成
で
き
な

ぃ
。
因
み
に
大
島
氏
(
論
文
田
)
も
「
は
た
し
て
苗
の
幅
を
八
寸
以
上
に
も
な
る
よ
う
に
篠
播
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
を
も
っ
」
と
評
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
私
の
臆
断
か
も
知
れ
な
い
が
、
氏
自
身
の
手
に
な
る

と
い
う
園
(

2

)

と、

「
苗
株
聞
は
遁
嘗
な
間
隔
を
お
い
て
苗
三
本
が
族
生
す
る
よ
う
に
す
る
の
が
最
も
遁
嘗

で
あ
る
」
と
い
う
文
と
よ
り
考
え
れ
ば
、
或
い
は
八
寸
の
播
種
溝
に
二
寸
間
隔
位
に
三
行
に
篠
播
す
る
の
か
と

も
察
せ
ら
れ
る
。
も
し
氏
が
か
く
考
え
た
と
す
れ
ば
、

首
其
弱
也
欲
孤
。
其
長
也
欲
相
輿
居
。
其
熟
也
欲
相
扶
。
是
故
三
以
魚
族
。
乃
多
栗
。

苗
の
小
さ
い
時
に
は
、
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
い
る
の
が
墓
ま
し
く
、
成
長
し
た
時
に
は
一
所
に
か
た

ま
る
が
よ
く
、
熟
す
る
時
に
は
互
い
に
扶
け
あ
う
の
が
よ
い
。
だ
か
ら
三
本
づ
つ
を
成
長
さ
せ
る
と
よ
く

(
鮮
土
篇
〉

- 35ー

に
撮
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
一
個
所
か
ら
成
長
す
る
株
数
で
あ
る
(
も
し
正
直
に
氏
の
闘
の
通
り
に
播
種
し
た
と
す
れ
ば
、
中
央
の
列
は

賓
が
で
き
る
。

手
入
れ
が
困
難
で
、
な
き
に
等
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
〉
。

ま
た
行
間
一
尺
も
、
隣
畝
の
行
と
の
間
隔
に
な
る
が
、
行
間
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な

二
行
以
上
の
燦
播
で
は
同
一
畝
上
の
も
の
を
指
す
の
が
常
識
的
な
解
轄
で
あ
る
ま
い
か
ゆ

(D) 

大

島

読

ω作
畝
法
は
閲
氏
の
い
う
三
畝
三
馴
」
設
は
信
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ω播
種
法
は
畝
上
に
播
種
溝
を
作
っ
て
、
六
寸
の
距
離
に
三
粒
づ
っ
貼
播
す
る
。

播
種
法
に
つ
い
て
氏
は
、
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(図 3)
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(
関
氏
)
の
篠
播
法
に
つ
い
て
は
、
私
も
ほ
ぼ
閉
じ
考
え
で
あ
る
が
、
た
だ
最
後
の
と
こ
ろ

「
去
其
兄
而
養
其
弟
」
と
い
う
恐
れ
は
篠
播
法
も
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
前
に
も

述
べ
た
が
、
保
播
読
に
米
国
読
を
導
入
し
て
、
篠
行
に
そ
っ
て
貼
播
(
ほ
ぼ
六
寸
間
隔
)
に

す
る
の
は
、
一
番
合
理
的
で
あ
る
。
黙
播
と
い
う
事
は
史
料
的
に
は
出
て
こ
な
い
に
し
て

も
、
こ
れ
を
呂
氏
春
秋
時
代
の
農
法
に
想
定
す
る
こ
と
は
何
等
不
都
合
で
は
な
い
と
思
う
。

⑮
 

と
述
べ
て
い
る
。
私
も
基
本
的
に
は
同
意
見
で
あ
る
。
所
で
氏
の
よ
う
に
一
畝
三
酬
の
畝
上
に
一

行
で
貼
播
す
れ
ば
行
間
二
尺
に
播
種
す
る
結
果
に
な
る
が
、
そ
の
貼
に
つ
い
て
氏
は
、

「
こ
れ
六
尺
の
紹
を
以
っ
て
畝
を
成
す
所
以
な
り
。

り
。
蒋
の
柄
は
尺
、
此
れ
其
の
度
な
り
」
に
お
け
る
「
其
の
度
」
と
は
前
文
の
畝
(
隣
)
と

「馴」

と
を
受
け
て
い
る
の
で
、

「
畝
の
度
と
馴
の
度
」
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

其
の
博
さ
八
寸
、

酬
を
成
す
所
以
な

1畝
6尺

~ 36一

従
っ
て
私
の
解
韓
で
は
「
八
寸
紹
で
起
土
す
れ
ば
、
八
寸
以
上
の
酬
が
で
き
る
が
そ
の
限
度

は
縛
柄
一
尺
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

と
従
来
の
「
縛
柄
一
尺
」
を
苗
の
行
間
と
す
る
設
を
否
定
し
縛
柄
一
尺
は
畝
の
幅
と
酬
の
幅
の
限
度
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の

文
を
忠
寅
に
讃
む
限
り
で
は
氏
の
よ
う
な
結
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。

さ
す
れ
ば
氏
の
場
合
「
行
間
二
尺
」
と
し
て
も
何
等
支
障
は
な
く
、

縛
柄
一
尺
を
畝
幅
と
解
す
れ
ば
、
関
氏
読
の
支
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
氏
の
よ
う
に
行
間
二
尺
に
解
す
れ
ば
、

「
衡
行
必
得
。
縦
行
必

術
」
の
縦
行
は
と
も
か
く
、

「
衡
行
必
得
」
は
そ
れ
程
必
要
が
な
く
な
り
、

ま
た
「
其
震
畝
也
。
高
而
危
則
津
奪
云
々
」
も
同
様
で
あ
る
。
そ

れ
に
「
行
間
二
尺
」
で
は
耕
作
面
積
の
少
な
い
小
農
法
と
し
て
は
稀
種
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
残
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
大
島

氏
の
こ
の
見
解
は
閲
氏
に
劣
ら
ぬ
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
最
初
あ
げ
た
文
章
は
、
「
畝
(
隣
〉
の
幅
六
尺
で
あ
る
の
は
、
紹
の
柄
、
が
六
尺
で
あ
る
に
よ
る
。
酬
の
幅
、
が
八
寸
な
の



は
紹
の
幅
八
寸
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
間
一
尺
な
の
は
、
縛
の
柄
が
一
尺
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
、
康
畝
読
の
論
嬢
と
な
っ
て
衆
た
の
で
あ

る
が
、
今
迄
述
べ
て
き
た
如
く
、
開
成
基
氏
や
大
島
氏
の
研
究
の
結
果
、
こ
の
文
は
「
畝
ハ
ほ
〉
の
幅
が
六
尺
と
さ
れ
た
の
は
親
の
柄
の
長
さ
が

六
尺
だ
か
ら
で
あ
る
。
酬
の
幅
が
八
寸
な
の
は
紹
の
幅
が
八
寸
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
畝
(
鴎
〉
と
酬
の
幅
を
各
々
一
尺
を
限
度
と
す
る
の
は
、

縛
の
柄
が
一
尺
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
襲
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

「
其
蒋
六
寸
。
所
以
間
稼
也
」
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
し
た
い
。

前
節
に
お
い
て
今
迄
の
作
畝
法
・
播
種
法
に
つ
い
て
種
々
私
な
り
の
検
討
を
行
な
っ
て
来
た
が
、

て
、
私
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。
前
出
の
基
礎
文
献
で
あ
る
「
是
以
六
尺
之
組
云
々
」
の
文
に
そ
っ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

こ
こ
で
先
拳
の
研
究
成
果
の
上
に
た
っ

ω是
以
六
尺
之
紹
。
所
以
成
畝
也
。

こ
の
畝
を
「
う
ね
」
と
見
れ
ば
六
尺
は
「
う
ね
」
幅
と
な
り
、

一
尺
の
馴
と
五
尺
の
畝
(
う
ね
)
を
内
容
と
す
る
慶
畝
設
と
な
る
わ
け
で
あ

- 37ー

五
尺
の
康
畝
は
播
種
後
の
管
理
方
法
と
合
致
し
な
い
貼
の
出
て
来
る
こ
と
は
開
成
基
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
関
氏

は
そ
れ
故
こ
の
畝
を
「
歩
百
震
畝
」
の
畝
、
即
ち
単
位
面
積
の
畝
と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
呂
氏
春
秋
に
は
畝
を
単
位
面
積
と
解
さ
ね
ば

な
ら
な
い
例
は
な
い
し
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
文
の
直
前
の

る
が
、

上
回
棄
畝
。
下
回
棄
酬
。
五
耕
五
縛
。
必
審
以
室
。
其
深
殖
之
度
。
陰
土
必
得
。
大
草
不
生
。
文
無
膜
賊
。
今
葱
美
禾
。
来
葱
美
姿
。

高
い
所
の
回
は
乾
燥
す
る
か
ら
畝
(
う
ね
)
を
作
ら
ず
(
畝
に
播
種
し
な
い
の
意
〉
、
下
回
は
水
が
多
い
か
ら
酬
(
み
ぞ
)
を
作
ら
な
い
。

五
た
び
耕
し
、
五
た
び
除
草
す
る
に
、
必
ず
こ
ま
か
に
且
つ
残
る
所
な
き
よ
う
に
す
る
。
ま
た
耕
地
深
殖
の
度
合
は
、
根
が
必
ず
陰
土
に

達
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
れ
は
大
草
生
ぜ
す
虫
も
つ
か
ず
、
今
年
は
美
禾
あ
り
、
来
年
は
美
褒
が
で
き
る
。

と
ま
ず
下
回
の
場
合
、
畝
(
う
ね
)
に
播
種
す
る
こ
と
を
述
べ
、
次
い
で
充
分
の
手
入
を
す
れ
ば
そ
の
結
果
と
し
て
「
今
葱
美
禾
。
r
来
五
美

憂
」
と
立
振
な
牧
穫
が
得
ら
れ
る
と
い
う
文
を
受
け
て
、
「
是
以
」
と
作
畝
法
に
言
及
し
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、
畝
H
臨
で
な
く
て
は
な
る

345 
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ま
い
。
ま
た
こ
こ
に
単
位
面
積
の
畝
を
入
れ
る
事
は
、
文
の
迫
力
を
弱
め
る
結
果
と
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
、
が
っ
て
こ
の
畝
は
前
の
文

章
か
ら
も
、
後
の
馴
と
の
封
比
に
お
い
て
も
臨
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
個
虚
で
あ
る
。

し
か
し
畝
六
尺
が
畝
幅
と
す
れ
ば
慶
畝
に
な
っ

て
困
る
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
幅
と
考
え
て
悪
け
れ
ば
一
躍
「
長
さ
」
と
考
え
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
一
度
氾
勝
之
書
の
区
田
溝
種
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
雨
者
に
は
二

O
O年
除
り
の
差
は
あ
っ
て
も
、
同
じ
く
紹
・
蒋
等
の
手

耕
具
の
み
に
よ
る
農
法
で
あ
り
、
氾
勝
之
書
の
禾
の
作
畝
法
・
播
種
法
は
き
わ
め
て
具
鎧
的
で
、

⑮
 

ら
で
あ
る
。

一
躍
の
結
論
に
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か

以
畝
魚
卒
。
令
一
一
畝
之
地
。
長
十
八
丈
。
贋
四
丈
八
尺
(
赤
)
。
嘗
横
分
十
八
丈
。
作
十
五
町
。

一
尺
五
寸
。
町
皆
慶
一
丈
五
寸
。
長
四
丈
八
尺
。
尺
直
横
盤
町
作
溝
。
溝

一
尺
。
深
亦

一尺。

町
間
分
震
十
四
道
。
以
通
人
行
。

道
展

(
湾
民
要
術

種
穀
第
一
二
)

聞
に
十
四
の
遁
を
作
り
、
人
が
通
れ
る
よ
う
に
す
る
。

匡
田
の
面
積
は
一
一
畝
を
単
位
と
す
る
。
其
の
形
は
一
溢
十
八
丈
と
四
丈
八
尺
の
矩
形
に
す
る
。

遁
の
廉
さ
一
尺
五
寸
。

こ
れ
を
横
分
し
て
十
五
の
町
を
作
り
、

町

- 38一

町
は
皆
買
さ
一
丈
五
寸
(
六
寸
が
正
し
い
て
長
さ
四
丈
八

尺

一
尺
お
き
に
横
に
ま
っ
す
ぐ
町
を
掘
っ
て
溝
を
作
る
。
溝
は
幅
一
尺
、
深
さ
も
ま
た
一
尺
に
す
る
。

右
の
文
に
よ
れ
ば
長
さ
四
丈
八
尺
・
幅
一
丈
五
寸
の
町
を
作
業
上
の
基
準
面
積
と
し
、

と
に
な
っ
て
い
る
〈
闘
4
参
照
)
。

そ
こ
に
深
さ
一
尺
幅
一
尺
の
溝
を
一
尺
間
隔
に
作
る
こ

即
ち
一
丈
五
寸
の
長
さ
の
畝
と
酬
が
交
互
に
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
氾
勝
之
で
は
長
い
酬
や

畝
を
作
っ
て
い
な
い
。
手
耕
具
の
紹
で
耕
起
す
る
な
ら
ば
そ
う
長
い
馴
(
畝
)
が
つ
く
れ
る
筈
は
な
い
。
少
な
く
と
も
遁
嘗
な
長
さ
に
し
て
何

本
か
作
る
方
が
能
率
的
で
、
後
の
管
理
も
容
易
で
あ
る
。
恐
ら
く
氾
勝
之
が
一
一
畝
を
十
五
の
町
に
わ
っ
て
作
業
の
車
位
面
積
を
小
さ
く
し
た
の

は
そ
の
震
で
あ
り
、
畝
・
酬
の
長
さ
の
一
丈
五
寸
は
、
道
に
立
っ
て
紹
で
(
紹
の
長
さ
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
〉
馴
を
作
り
得
る
長
さ
の
限
界

で
あ
っ
た
ろ
う
(
も
っ
と
も
南
側
の
道
か
ら
封
向
し
て
耕
起
す
れ
ば
限
界
は
大
陸
半
分
に
な
る
わ
け
で
あ
る
)
。
二

O
O年
以
上
差
が
あ
っ
て

も
同
じ
く
相
で
作
畝
す
る
呂
氏
春
秋
の
畝
の
大
き
さ
は
、
こ
れ
と
た
い
し
た
差
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
紹
の
柄
の
長
さ
を
決
定
す
る
要
素

は
人
間
の
身
障
で
あ
る
か
ら
雨
者
は
大
略
同
等
の
筈
で
あ
る
。
然
ら
ば
紹
六
尺
は
畝
の
長
さ
で
、
而
も
氾
勝
之
書
で
十
尺
五
寸
な
ら
ば
、
こ
の
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氾勝之直田溝種法

「……

町(15)

町(3) 

町(2) 

10.5，尺

町(1 ) 物降(帆) 六
尺
は
片
方
か
ら
紹
で
作
畝
出
来
る
長
さ
と
も
見

ら
れ
る
が
そ
れ
は
別
に
考
え
る
と
し
て
、
後
述
す

る
所
の
作
業
量
と
関
連
し
て
、
一
一
臆
六
尺
の
間
隔

で
雨
者
が
向
い
あ
い
三
尺
ず
つ
馴
を
作
る
も
の
と

@
 

考
え
て
お
き
た
い
。
畝
の
長
さ
が
六
尺
と
す
れ
ば

う

ね

ほ

畝
は
畝
の
短
漫
(
幅
〉
に
そ
っ
て
作
ら
れ
る
、
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

其
博
八
寸
。
所
以
成
馴
也
。

こ
の
文
の
解
樟
は
従
来
か
ら
一
定
し
て
い
る
。

強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
前
述
し
た
如
く
酬
の
側
壁

を
垂
直
に
す
る
事
は
困
難
で
、
馴
の
底
溢
は
八
寸

(2) 

-39 -

で
も
、
畝
の
高
さ
で
は
か
れ
ば
一
尺
位
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
ら
、
馴
の
幅
約
一
尺
と
見
て
差
支
あ
る

ま
い
、
と
い
う
事
位
で
あ
る
。

(3) 

持
柄
尺
。
此
其
度
也
。

右
の
文
に
つ
い
て
は
私
は
大
島
氏
の
読
に
従
い

た
い
。
文
章
上
か
ら
は
、

「
此
」
は
馴
の
み
を
受

け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

「
下
回
棄
馴
」

と
い
う
以
上
、
播
種
に
関
係
な
い
酬
と
、
除
草
具
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で
あ
る
需
と
関
係
づ
け
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
従
つ
。て
「
此
」
は
大
島
氏
の
如
く
畝
と
酬
を
受
け
る
と
解
す
べ
き
で
、
ま
た
「
蒋
柄
尺
」
と

い
う
長
さ
は
嘗
然
畝
の
幅
を
云
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
文
の
「
六
尺
之
矩
」
は
畝
(
隣
〉
の
長
さ
を
示
す
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

以
上

ω・
ω・
ωで
論
じ
た
所
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
様
に

(
か
り
に
一
畝
1

幅
一
歩
・
長
さ
百
歩
の
基
準
型
と
し
て
l
の
地
な
ら
ば
〉
横
に
長
さ
六
尺
・
幅
一
尺
J
一
尺
二
寸
の
畝
と
、
幅
八
寸
J

一
尺
の
酬
と
を
交
互
に
三

O
Oず
つ
作
り
、
畝
の
上
に
播
種
す
る
(
園
5
)

か
く
考
え
れ
ば
「
六
尺
之
組
。
所
以
成
敵
也
」
も
生
き
て
来
る
し
、
康
畝
の
よ
う
な
依
貼
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
、

こ
の
よ
う
な
形
は
代
田
法
式
表
現
を
用
い
た
な
ら
ば
、
「
一
歩
三
馴
。
一
畝
三
百
馴
」
と
表
現
で
き
る
。
代
団
法
の
一
一
畝
三
酬
と
の
差
は
そ
の

敵
・
酬
の
方
向
が
反
射
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
|
む
し
ろ
牛
耕
の
た
め
に
方
向
が
反
封
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
|
、
畝
の
敷
・
長
さ
が
必
然

的
に
遣
っ
て
来
る
事
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
ち
ら
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
手
耕
具
と
牛
耕
型
と
の
性
格
の
差
で
、
各
々
遁

- 4O-

由
は
、

一
没
の
長
さ
が
、

共
に
高
度
に
設
達
し
た
形
鐙
に
達
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
畝
の
基
本
形
式
が
六
×
六

O
O尺
と
異
常
に
細
長
い
理

⑮
 

手
耕
具
で
行
な
う
農
作
業
の
寅
際
か
ら
割
出
さ
れ
た
数
字
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
ま
い
か
。

し
た
形
を
取
り
、

(4) 

其
縛
六
寸
。
所
以
間
稼
也
。

そ
れ
は
「
縛
柄
尺
。
此
其
度
也
」
を
行
間
と
解
し
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
前
提
が
崩
れ
た
以
上
、
こ
の
文
を
苗
間
と
す
る
読
も
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
播
種
の
文
と
し
て
は

こ
の
文
は
従
来
、

一
行
聞
の
株
(
苗
)
の
間
隔
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
の
文
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
行
聞
の
意
を
含
ま
ぬ
筈
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は

)
 

4
L
 

(
 

)
 

。G(
 

ωJω
は
作
畝
法
で
、
播
種
法
は
こ
の
文
だ
け
で
あ
る
。
播
種
で
あ
れ
ば
ま
ず
行
聞
を
い
う
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。

縛
(
除
草
具
)
と
こ
の
文
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
行
聞
の
方
が
比
較
的
関
係
が
深
い
。
首
聞
は
苗
が
邪
魔
に
な
っ
て
除
草
具
は
使
い
づ

ら
い
の
で
|
|
無
理
に
動
か
せ
ば
横
に
動
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
あ
り
|
|
手
で
草
を
抜
く
ケ
l
ス
も
多
い
。
と
す
れ
ば
関
係
の
深

い
行
聞
を
含
ま
ず
、
苗
間
だ
け
を
述
べ
て
い
る
筈
は
な
い
。



こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
縛
六
寸
は
必
ず
行
聞
に
関
係
あ
る
敷
字
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
っ
一
尺
幅
の
畝
上
に
行
間

六
寸
に
貼
播
す
れ
ば
、
嘗
然
こ
れ
は
二
行
に
貼
播
す
る
事
に
な
る
。
即
ち
一
尺
の
畝
止
に
南
側
か
ら
二
寸
(
敷
字
通
り
に
一
尺
二
寸
の
畝
と
す

れ
ば
三
寸
)
づ
っ
「
内
の
り
」
を
取
り
二
行
に
黙
播
す
る
わ
け
で
あ
る
。

も
し
私
の
よ
う
な
解
揮
が
許
さ
れ
、
行
間
六
寸
・
二
行
播
種
と
す
れ
ば
「
衡
行
必
得
。
縦
行
必
術
」
や
、

「
高
市
危
則
津
奪
一
広
々
」
の
注
意

も
自
然
と
生
き
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

大
馴
小
畝
。
震
青
魚
肱
。
苗
若
直
粗
鋼
〈
巌
)
。
地
籍
之
也
。
(
既
出
)

馴
を
大
に
し
、
畝
を
小
さ
く
す
れ
ば
、
稀
種
の
時
に
は
畝
が
細
す
、
ぎ
て
畝
の
雨
側
か
ら
黙
々
と
葉
を
出
し
、
丁
度
魚
の
胸
鰭
と
腹
鰭
の
出

⑮
 

て
い
る
姿
に
な
る
。
逆
に
繍
種
の
場
合
は
、
狭
い
畝
上
一
ば
い
に
苗
が
む
ら
が
り
だ
っ
て
、

る
よ
う
な
形
に
な
る
。
こ
れ
で
は
地
力
を
重
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、

ほ
そ
い
首
背
一
面
に
た
て
が
み
が
た
つ
て
い

こ
の
朕
態
を
地
こ
れ
を
痛
む
と
い
う
の
で
あ
る
。

- 41ー

馬
の
た
て
が
み
は
首
背
一
面
に
は
え
て
い
る
も
の
の
、
よ
く
見
れ
ば
員
中

が
薄
く
な
っ
て
い
て
二
僚
に
割
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
た
て
が
み
が
員
中
か
ら
わ
れ
て
南
側
に
分
れ
て
い
る
こ
と
や
、
疾
走
す
れ
ば
二

僚
に
な
っ
て
逆
立
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
も
し
最
も
連
想
し
易
い
馬
の
「
た
て
が
み
」
を
例
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
二
行
播
種
の
傍
誼
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
前
者
な
ら
ば
正
に
二
行
黙
播
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
は
勿
論
「
大
馴
小
畝
」
の
害
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

以
上
で
呂
氏
春
秋
は
畝
上
に
六
寸
間
隔
二
行
に
播
種
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
残
る
所
は
苗
聞
の
み
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
今
一
度
氾
勝

之
書
の
匡
団
法
を
参
照
し
て
み
た
い
。
匡
田
の
溝
種
法
で
は

種
禾
黍
於
溝
問
。
爽
溝
魚
商
行
。
去
溝
南
港
各
二
寸
字
。
中
央
相
去
五
寸
。
芳
行
相
去
亦
五
寸
。

百
五
十
株
。
(
湾
民
要
術
種
穀
第
一
一
一
〉

禾
と
黍
を
溝
の
中
に
ま
く
。

一
溝
容
四
十
四
株
。

一
畝
合
宮
内
五
千
七

349' 

の
距
離
に
ま
く
。

せ
ま
い
溝
の
中
に
二
行
に
ま
く
。
溝
の
南
端
か
ら
各
二
寸
五
分
あ
け
て
播
き
、
中
(
央
〉
も
ま
た
各
々
五
寸

行
と
行
と
は
互
い
に
五
寸
の
間
隔
を
と
る
。
そ
う
す
れ
ば
一
溝
に
四
十
四
株
(
四
十
二
株
が
正
し
い
〉
、
一
一
畝
合
計
一
高
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(園 5)

@
 

五
千
七
百
五
十
株
に
な
る
。

右
の
文
に
よ
れ
ば
匿
田
溝
種
法
で
は
、

一
尺
幅
の
溝
中
に
行
間
五
寸
(
一
尺

幅
に
行
間
五
寸
な
ら
ば
嘗
然
南
側
の
溝
壁
と
の
距
離
は
二
寸
五
分
と
な
っ
て
、

溝
の
端
か
ら
苗
ま
で
の
距
離
と
一
致
す
る
)

-
苗
間
五
寸
に
播
種
す
る
わ
け

で
、
行
間
と
苗
聞
は
相
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
氾
勝
之
書
が
苗
間
五
寸
で
あ
る

以
上
、
禾
は
室
の
大
き
さ
な
り
、
根
の
は
り
方
、
采
組
の
大
き
さ
等
よ
り
見
て

五
寸
以
下
に
密
播
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
輔
種
で
き
れ
ば
氾
勝
之
書

な
ら
ば
更
に
繊
種
を
説
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
呂
氏
春
秋
で
も
五
寸
或
は
そ
れ
よ
り
若
干
慶
い
位
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
其
需
六
寸
。
所
以
間
稼
也
」
の

間
と
は
前
の
よ
う
な
行
間
だ
け
で
は
な
く
、
苗
聞
を
も
品
兼
ね
た
も
の
と
考
え
る

- 42ー

即
ち
こ
の
文
は
行
間
六
寸
・
苗
間
六
寸

(
6
X
6
〉
に

@
 

黙
播
す
る
播
種
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
長
さ
六
尺
な
ら
ば
、
黙
播
は
僚
播

の
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
。

に
比
較
し
て
傍
働
が
酷
で
あ
る
と
い
う
程
の
事
は
な
く
、

ま
た
お
そ
ら
く
先
に

ま
き
溝
を
作
っ
て
お
い
て
、
そ
の
中
に
貼
播
す
る
と
い
う
二
度
手
間
も
不
要
で

あ
ろ
う
。

日
氏
春
秋
の
播
種
法
で
は
距
離
・
間
隔
六
寸
に
数
粒
黙
播
し

弟
を
除
去
し
て
一
個
所
か
ら
三
族
づ
っ 兄

ハ
早
く
成
長
し
て
大
き
い
株
〉
を
残
し
、

成
長
さ
す
方
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
以
上
の
如
く
考
え
れ
ば
口
口
氏
春
秋
の
農
業
技
術
は
、
六
尺
の
長
さ
と
一



尺
の
幅
を
持
つ
畝
と
馴
と
を
交
互
に
作
り
、
畝
の
上
に
距
離
間
隔
六
寸
に
三
族
を
育
て
る
と
い
う
非
常
な
集
約
的
農
法
で
あ
り
、
大
饗
な
傍
働

集
中
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
紹
の
使
用
の
時
は
馴
に
入
ら
ず
と
も
作
業
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
縛
柄
尺
」
を
使
つ
て
の
除
草

ゃ
、
土
寄
・
な
か
う
ち
の
時
は
、
畝
の
南
側
に
あ
る
馴
の
中
に
片
足
を
入
れ
、
ま
た
は
畝
を
跨
い
で
腰
を
深
く
折
っ
て
手
入
じ
た
場
合
も
あ
ろ

う
。
正
に
驚
く
べ
き
園
嚢
農
法
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
是
以
六
尺
之
紹
云
々
」
は
、
五
耕
五
縛
以
下
の
事
を
し
て
始
め
て
「
今
葱
美
禾
。
来

葱
美
姿
」
の
得
ら
れ
る
と
い
う
、
極
度
の
手
入
を
要
求
し
た
文
宝
石
頁
既
出
)
を
受
け
て
記
さ
れ
た
、
作
畝
・
播
種
の
文
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ

の
様
な
務
働
集
中
の
出
来
る
圏
整
的
な
栽
培
法
で
な
く
て
は
、
こ
れ
だ
け
の
手
入
の
要
求
に
薩
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

襲
農
法
と
解
し
て
こ
そ
五
耕
五
縛
以
下
の
係
件
を
受
け
て
立
っ
た
「
是
以
云
々
」
の
文
章
に
相
腰
、
ず
る
解
樟
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
や
こ
れ
だ
け
の
園

呂
氏
春
秋
が
私
の
理
解
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
氾
勝
之
書
の
匡
団
法
に
も
そ
れ
程
劣
ら
ぬ
集
約
的
な
農
法
と
い
う
事
に
な
る
。
氾
勝
之
書

が
特
殊
な
農
法
な
ら
ば
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
も
一
般
に
何
鹿
に
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
な
い
事
は
確
で
あ
る
。
革
新
的

な
技
術
を
展
開
し
た
農
法
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
|
|
恐
ら
く
革
新
的
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
|
|
、
た
と
い
原
理
的
に
は
卒
凡
な

も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
非
凡
な
水
準
で
遂
行
す
る
方
法
を
競
い
た
も
の
で
、
一
般
の
農
家
を
、
賞
時
の
篤
農
家
・
精
農
家
の
レ
ベ
ル
に
引

上
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
呂
氏
春
秋
と
氾
勝
之
書
が
、
共
に
「
一
歩
三
馴
。
一
一
畝
三
百
酬
。
二
行
黙
播
」
型
で
あ
る
以
上
、
こ

の
形
式
は
秦
漢
時
代
の
小
農
法
の
標
準
的
技
術
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
間
農
業
技
術
の
上
に
劃
期
的
な
開
設
も
な
か
っ
た
と
推
察
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

- 43一

所
で
今
迄
述
べ
て
き
た
作
畝
法
・
播
種
法
は
い
ず
れ
も
下
回
畝
上
播
種
法
を
封
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
の
偲
設
を
出
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
上
田
溝
種
法
に
つ
い
て

下
回
溝
種
の
こ
と
に
つ
い
て
任
地
篇
に

上
回
棄
畝
。
下
回
棄
馴
。

上
回
は
畝
を
使
用
せ
ず
、
下
回
は
馴
を
使
わ
な
い
。

351 
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上
回
則
被
其
慮
。
下
回
則
憲
其
汗
。

上
回
は
乾
燥
を
避
け
る
た
め
に
そ
の
場
慮
を
お
お
い
、
下
回
は
水
気
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
水
を
出
し
て
し
ま
う
。

と
、
上
田
・
下
回
を
封
等
に
取
扱
っ
て
い
る
が
、
癖
土
篇
で
は
専
ら
下
回
を
劉
象
に
し
て
の
農
法
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
綜
合
的
農
書
と
し

て
合
黙
の
ゆ
か
ぬ
所
で
、
大
島
氏
(
論
文
ハ
門
〉
の
よ
う
に
任
地
篇
と
他
の
篇
と
は
別
の
技
術
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
読
の
出
る
所
以

で
あ
る
(
私
は
違
っ
た
資
料
を
統
一
的
に
整
理
し
て
-
記
述
し
た
も
の
と
思
う
)
。

し
か
し
任
地
篇
・
務
土
篇
の
農
法
を
讃
む
と
、

そ
の
殆
ん
ど

が
、
上
回
に
も
下
回
に
も
遁
用
で
き
る
も
の
で
、
下
回
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
個
所
は
、
既
出
の
揖
土
篇
の

ω大
畝
小
馴
云
々
の
地
籍
の
篠

川

w
其
潟
畝
也
云
々
の
培
土
の
篠

ω故
畝
欲
贋
以
卒
。
馴
欲
小
以
深
。
下
得
陰
。
上
得
陽
。
然
後
威
生
。

判
是
以
畝
廉
以
卒
。
則
不
喪
本
。
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の
個
所
位
で
あ
る
。
そ
こ
で

ω任
地
篇
で
は
酬
と
畝
は
全
く
封
比
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

倒
下
回
・
上
回
の
質
際
作
業
を
考
え
る
と
、
下
回
の
場
合
は
、
最
初
比
較
的
低
く
畝
を
作
り
畝
上
に
播
種
し
て
、
酬
や
畝
側
の
土
で
土
寄

し
て
次
第
に
畝
を
高
く
し
て
行
く
に
反
し
、
上
田
の
作
業
で
は
、
馴
中
に
播
種
す
る
関
係
上
最
初
畝
を
高
く
し
て
お
き
、
畝
上
の
土
を

落
し
て
覆
土
し
て
い
っ
て
、
次
第
に
卒
坦
に
す
る
。

し
た
が

っ
て
作
業
課
程
の
進
む
に
つ
れ
て
畝
と
酬
の
嬰
化
は
全
く
逆
の

コ
l
ス
を

た
ど
る
。

「
下
回
棄
酬
。
上
回
棄
畝
」
と
播
種
の
場
所
が
上
田
・
下
回
で
反
封
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
思
い
切
っ
て
上
田

の
場
合
は
酬
と
畝
を
逆
に
置
き
替
え
て
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?
逆
に
入
替
え
て
も

ω・
糾
は
そ
の
ま
ま
上
回
溝
種
法
と
し
て
適

用
で
き
る
(
も
っ
と
も
深
は
高
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
〉
。

ωと
糾
は
う
ま
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

ωは
失
嘗
の
場
合
の
形
容
句
で
あ

こ
の
二
黙
を
念
頭
に
お
い
て
、



る
か
ら
例
外
で
あ
る
し
、
上
回
の
場
合
に
も
大
前
提
に
な
る
「
大
畝
小
馴
」
で
は
、
「
地
籍
之
」

ζ

と
に
な
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
仰
は
上

回
と
下
回
を
振
替
え
る
嘗
然
の
慮
置
と
し
て
、
畝
を
馴
に
、
高
を
深
に
、
奪
を
加
、
と
い
う
よ
う
に
反
劃
を
意
味
す
る
言
葉
に
遁
嘗
に
饗
え
れ

ば
、
(
勿
論
、
下
回
と
上
回
と
で
は
傑
件
が
異
な
る
か
ら
、
愛
え
ら
れ
な
い
個
所
も
嘗
然
で
て
来
る
が
)
大
略
下
回
に
も
遁
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
下
回
畝
上
播
種
と
は
上
田
溝
種
法
と
は
全
く
劃
照
的
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
或
は
癖
土
篇
は
、
下
回
を
劉
象
に
し
つ
つ
も
、
同
時
に

之
を
封
照
的
に
理
解
す
れ
ば
上
回
の
農
法
も
わ
か
る
よ
う
に
意
聞
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
馴
中
播
種
の
場
合
は
畝
(
隣
〉
の
上
に
乗

っ
て
手
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
贋
畝
、
或
は
一
一
畝
三
馴
の
様
な
作
畝
を
す
れ
ば
、
上
田
で
馴
に
播
種
す
る
場
合
と
下
回
で
畝
上
に

播
種
す
る
場
合
と
で
、
播
種
後
の
手
入
れ
の
困
難
度
に
著
し
い
差
が
出
て
来
て
、
幅
一
尺
J
一
・
二
尺
の
馴
で
は
不
可
能
に
近
い
が
畝
の
長
さ

六
尺
の
場
合
な
ら
ば
、

馴
中
播
種
で
も
畝
上
播
種
と
そ
れ
程
の
差
が
考
え
ら
れ
な
い
。

四
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前
節
に
お
い
て
呂
氏
春
秋
の
農
法
に
劃
す
る
考
察
は
移
っ
た
が
、
こ
こ
で
代
田
法
と
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
私
が
呂
氏
春
秋
の
検

討
す
る
上
に
時
間
的
に
近
い
代
田
法
を
参
考
に
せ
ず
、
よ
り
後
の
氾
勝
之
書
を
利
用
し
た
理
由
を
い
っ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
代
田
法
に
比
較

@
 

し
て
記
述
が
詳
細
で
あ
る
と
い
う
事
も
あ
る
が
、
一
言
で
云
え
ば
、
互
い
に
別
々
の
睦
系
的
な
技
術
を
持
つ
小
農
法
の
代
表
(
呂
氏
春
秋
〉
と

大
農
法
ハ
代
田
法
)
の
代
表
と
を
、
断
片
的
な
史
料
で
も
っ
て
部
分
的
に
比
較
し
て
も
、
技
術
上
の
優
劣
の
剣
定
は
容
易
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
二
行
貼
播
と
一
行
保
播
を
比
較
し
た
場
合
、
共
に
小
農
法
を
比
較
す
る
場
合
は
他
の
篠
件
が
同
じ
な
ら
ば
、
二
行
貼
播
の
方
が
進
歩
し

た
も
の
と
剣
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
農
法
と
比
較
し
た
場
合
、
耕
作
面
積
の
贋
い
関
係
上
、
務
働
力
を
必
要
と
す
る
黙
播
や
、
後
の
管
理

に
不
便
な
二
行
播
種
は
自
然
と
敬
遠
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
誰
も
大
農
法
が
後
準
的
と
は
い
い
得
な
い
。
ま
た
呂
氏
春

秋
の
敵
の
長
さ
は
六
尺
(
氾
勝
之
書
で
は
一
丈
五
寸
〉
で
代
団
法
の
畝
の
長
さ
は
六
百
尺
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
事
だ
け
で
代
田
法
は
巴
氏
春
秩
よ
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り
進
ん
だ
農
法
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
来
紹
の
手
耕
具
の
場
合
俵
り
に
六
百
尺
の
長
敵
を
作
っ
て
も
果
し
て
有
効
で
進
歩
し
た
農
法
と
い
え



354 

る
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
牛
耕
型
の
場
合
短
い
畝
し
か
作
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
農
法
は
代
田
法
よ
り
劣
る
農
法
と
い
う
、

一
つ
の
理
由
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
貫
作
業
と
し
て
み
た
場
合
、
篠
播
な
り
、
或
は
畝
の
長
短
の
持
つ
意
義
・
債
値
が
、
小
農
法
と
大
農
法
と
で
各
々
異

な
っ
た
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
大
農
法
と
小
農
法
は
お
互
い
に
、

異
質
の
側
面
を
内
包
し
て
い
る
|
|
共
に
作
物
を
生

長
さ
せ
る
と
言
う
同
じ
目
的
を
持
つ
以
上
向
性
格
の
多
い
の
は
首
然
の
こ
と
で
あ
る
が
ー
ー
ー
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
一
般
に
小
農
法
の
技
術
向

上
は
反
蛍
牧
穫
量
の
増
大
を
目
標
に
し
て
瑳
達
し
、
大
農
法
の
そ
れ
は
一
入
賞
り
の
耕
作
面
積
、
換
言
す
れ
ば
反
嘗
第
働
力
の
軽
減
を
目
標
に

す
る
と
い
わ
れ
る
、
目
的
の
遠
い
に
揖
附
着
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
二
つ
の
も
の
を
正
確
に
比
較
し
よ
う
と
思
え
ば
、
比
較
封
象
以
外
の
篠
件
を
同
一
に
し
て
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
技
術
が

系
統
的
に
相
違
す
る
大
農
法
(
例
え
ば
代
団
法
)
と
小
農
法
(
巴
氏
春
秩
・
氾
勝
之
書
)
を
他
の
篠
件
に
お
い
て
同
一
化
す
る
こ
と
は
、
共
に
小
農

法
の
場
合
に
比
べ
て
よ
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
口
口
氏
春
秋
と
時
間
的
な
差
が
あ
っ
て
も
同
じ
く
手
耕
具
を
主
要
農
具
と
す
る
氾
勝
之
書
と

比
較
し
た
方
が
、
二
牛
三
人
の
翠
を
用
い
る
代
団
法
と
比
較
す
る
よ
り
も
、

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
園
の
農
業
で
は
大
農
法
で
も
反
嘗
牧
穫
量
の
増
大
を
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
雨
者
の
技
術
の
護
展

よ
り
よ
く
位
置
づ
け
ら
れ
そ
の
記
述
の
内
容
も
は
っ
き
り
わ
か
る
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方
向
は
、
西
洋
の
そ
れ
に
比
較
し
て
同
一
コ
ー
ス
を
取
る
度
合
は
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、

小
農
同
志
の
比
較
に
比
し
て
、
異
質
の
俊
件
の
多
く

入
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
共
通
篠
件
即
ち
、
同
一
の
測
定
器
で
計
れ
る
場
合
は
ま
た
別
で
あ
ろ
う
。

さ
て
代
田
法
と
呂
氏
春
秋
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
技
術
的
な
優
劣
の
比
較
の
困
難
な
事
は
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
牧
量
の
多
寡
を
比
較
す

る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
。
但
し
呂
氏
春
秋
に
は
牧
量
の
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
ま
ず
氾
勝
之
書
を
媒
介
に
し
て
考
え
た
い
。
代
田
法
は

費
民
要
術
で
は
「
良
田
率
一
赤
(
尺
〉
一
向
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
借
用
す
れ
ば
氾
勝

馴
中
一
行
、
苗
聞
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、

之
と
代
田
法
の
播
種
量
の
比
率
は
四
:
一
に
な
る
。
牧
穫
量
は
前
者
は
「
上
田
一
九
石
、
中
田
二
ニ
石
、
薄
田
一

O
石
」
に
射
し
後
者
は
緩
田

(
芳
田
)
よ
り
一
石
J
二
石
多
い
か
ら
、
嘗
時
一
般
を
三
石
と
し
て
四
J
五
石
に
な
り
、
雨
者
中
聞
を
と
れ
ば
一
三
:
四
・
五
と
な
り
約
一
ニ
:
一

と
な
る
。
小
農
法
は
丁
寧
な
栽
培
を
す
る
か
ら
、
雨
者
の
牧
穫
量
の
差
は
四
:
一
の
比
率
以
上
に
ひ
ら
く
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
概
種
す



れ
ば
播
種
量
と
牧
穫
量
と
の
比
率
は
低
く
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
比
率
は
「
嘗
ら
ず
と
い
え
ど
も
遠
か
ら
ず
」
と
い
う
数
字
で

あ
ろ
う
。
日
氏
春
秋
は
苗
間
六
寸
で
、
播
種
量
は
概
算
で
氾
勝
之
の
%
で
あ
る
か
ら
代
田
法
と
比
較
し
て
一

O
:
三
と
な
る
。
牧
穫
量
は
全
然

わ
か
ら
な
い
か
ら
偲
り
に
氾
勝
之
書
よ
り
多
少
低
い
と
し
て
も
一
ニ
:
一
、
少
な
く
て
も
ニ

:
一
を
下
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
こ
の
位
の

差
が
な
け
れ
ば
小
農
法
の
農
家
で
は
生
活
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
(
念
の
た
め
に
言
え
ば
こ
の
数
字
は
代
団
法
が
呂
氏
春
秋
よ
り
低
い
農
業
技
術
を
意
味

し
な
い
事
は
勿
論
で
あ
る
〉
。

ま
た
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
代
田
法
よ
り
反
嘗
牧
量
の
低
い
鰻
田
を
も
っ
て
自
民
春
秋
の
農
法
に
比
定
す
る

@
 

こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
あ
る
ま
い
か
。

・
次
い
で
代
田
法
の
創
意
性
、
即
ち
「
一

一畝
三
馴
。
歳
代
慮
」
が
古
法
な
り
や
否
か
を
検
討
し
た
い
。

れ
て
い
る
の
で
残
る
は
「
歳
代
虚
」
で
あ
る
が
、
呂
氏
春
秋
に
は
、
こ
れ
に
闘
す
る
次
の
文
が
あ
る
。

一
畝
三
酬
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
さ

凡
耕
之
大
方
。
力
者
欲
柔
。
柔
者
欲
力
。
患
者
欲
務
。
務
者
欲
息
。

凡
そ
耕
作
の
基
本
法
則
は
、
か
た
い
土
は
柔
か
く
し
、
や
わ
ら
か
い
土
は
か
た
く
し
、

(
任
地
篇
〉

休
ん
で
地
力
の
回
復
し
た
地
は
作
付
し
、
作
付
し
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て
疲
れ
た
土
地
は
休
息
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

こ
の
場
合
、
右
の
「
息
者
欲
務
。
務
者
欲
息
」
は
、
易
回
す
な
わ
ち
休
閑
地
と
作
付
地
と
の
関
係
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、

さ
れ
て
い
る
畝
と
播
種
さ
れ
て
い
な
い
馴
と
の
関
係
に
も
同
じ
よ
う
に
遁
用
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
毎
年
作
付
し
て
い
る
土
地
で
も

「
息
者
」
と
「
務
者
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
「
一
歩
三
馴
」
を
前
提
と
し
て
後
者
の
解
揮
を
適
用
す
れ
ば
(
呂
氏
春
秋
に
は
休
閑
時
の

こ
の
句
は
現
在
播
種

田
の
手
入
法
は
書
か
れ
て
い
な
い
〉
、
呂
氏
春
秋
の
上
回
溝
種
法
は
こ
の
貼
に
閲
し
て
は
全
く
代
田
法
と
同
じ
農
法
と
な
り
、
代
田
法
の
創
意
は
認

め
ら
れ
な
い
。

代
田
法
で
は
、
百
が
三
葉
を
出
し
て
後
、
，
次
第
に
曜
の
土
を
落
し
て
根
を
深
く
し
て
行
く
、
所
謂
「
耐
風
耐
皐
法
」
も
注
意
す
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
呂
氏
春
秋
で
は
こ
の
勲
で
も
「
室
生
於
地
者
。
五
分
之
以
地
」
と
、

(
上
回
の
場
合
は
〉
畝
の
土
を
落
し
て
、
%
を
地
中
に
埋
め
る
こ
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と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
然
と
夏
頃
に
は
根
が
深
く
な
り
耐
風
耐
阜
法
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
貼
も
代
田
法
の
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専
買
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
代
団
法
に
は
創
意
は
見
ら
れ
ず
、
代
田
法
は
各
地
の
農
法
を
研
究
し
た
結
果
、
彼
の
採
用
し
た
農
法
を
代

@
 

団
法
の
名
で
普
及
さ
せ
た
も
の
と
解
し
た
大
島
氏
の
設
は
蓋
し
卓
見
で
あ
る
。

所
で
代
団
法
を
見
る
と
、
省
力
に
つ
い
て
は
「
力
を
用
い
る
こ
と
少
く
し
て
穀
を
得
る
こ
と
多
け
れ
ば
な
り
」
と
簡
単
に
記
せ
ら
れ
て
い
る

に
反
し
、
反
嘗
牧
穫
の
高
い
黙
に
闘
し
て
は
、

丁
寧
に
繰
返
さ
れ
て
い
る
事
は
、
前
述
し
た
如
く
中
園
の
大
農
法
に
は
反
嘗
牧
穫
量
の
増
大
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
に
劃

い
わ
ば
中
園
の
大
農
法
の
技
術
は
、
反
嘗
牧
穫
量
の
増
大
、
反
嘗
第
働
力
の
低
減
と
い
う
背
反
す
る
二
重
の
課
題
を
せ

か
く
考
え
れ
ば
中
園
大
農
法
の
護
達
は
|
|
極
め
て

E
親
的
に
言
え
ば
|
1
小
農
法
で
得
ら
れ
た
技
術
を
器
具
の
改

「
鰻
田
よ
り
多
き
こ
と
晦
に
一
石
」
、

「
其
の
芳
田
よ
り
多
き
こ
と
晦
に
一
石
以
上
」
と
二
回
も

し
て
の
誼
捕
俄
で
あ
る
。

お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

良
に
よ
っ
て
、

よ
り
大
規
模
に
追
燈
験
し
て
ゆ
く
事
で
あ
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
大
農
法
と
小
農
法
の
篠
件
の
差
、

ま
た
器
具
に

よ
る
追
佳
験
で
あ
る
た
め
、
同
じ
程
度
に
、
同
じ
時
間
差
で
追
求
す
る
も
の
で
な
い
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
。

五
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か
つ
て
私
は
「
膏
民
要
術
と
二
年
三
毛
作
」
と
題
す
る
小
論
を
護
表
し
た
。
こ
の
論
旨
は
華
北
に
二
年
三
毛
作
が
普
及
し
た
の
は
唐
の
中
期

@
 

か
ら
で
、
費
民
要
術
に
は
二
年
三
毛
作
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
西
嶋
氏
の
読
に
反
射
し
て
、
費
民
要
術
以
前
か
ら
二
年
三
毛
作
は
行
な
わ
れ
て

い
た
し
、
そ
の
始
り
は
、
農
業
の
先
進
地
帯
で
か
っ
、
二
年
三
毛
作
の
成
立
候
件
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
河
南
・
山
東
地
帯
で
は
漢
代
に
の
ぼ
っ

て
見
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
篠
件
も
お
と
る
開
中
で
は
、
二
年
三
毛
作
は
認
め
得
な
か
っ
た
。
開
中
に
二
年

三
毛
作
を
認
め
え
な
か
っ
た
の
は
、
氾
勝
之
書
の
中
に
否
定
的
資
料
を
見
出
し
て
も
、
肯
定
的
史
料
が
瑳
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
後
見
解
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
機
舎
に
論
及
し
て
お
き
た
い
。

氾
勝
之
書
と
い
え
ば
医
団
法
を
思
い
浮
べ
る
が
、
匡
団
法
以
外
に
、
庚
い
耕
地
を
封
象
と
し
た
農
法
(
一
般
型
と
略
稽
)
も
か
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
女
の
・同
じ
作
業
の
二
つ
の
文
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。



ri

秋
鋤
以
親
柴
穣
之
。
以
墾
褒
根
。
故
諺
日
。
子
欲
富
黄
金
覆
。
黄
金
覆
者
。
調
秋
鋤
姿
。
曳
柴
翠
褒
根
也
。

秋
鋤
せ
ば
、
す
ぐ
一
線
柴
を
用
い
て
穣
を
引
く
よ
う
に
し
て
引
き
、
褒
の
根
に
土
寄
せ
よ
。
「
子
富
ま
ん
と
欲
せ
ば
黄
金
覆
を
せ
よ
」
と
い

う
諺
が
あ
る
が
、
黄
金
覆
と
は
秋
褒
を
鋤
し
て
柴
を
曳
い
て
褒
根
に
土
寄
す
る
こ
と
で
あ
る
。

褒
生
根
成
。
鋤
匿
間
秋
草
。
縁
以
蘇
柴
。
律
土
墾
褒
根
。
大
小
委
第
十
)

(
湾
民
要
術

大
小
委
第
十
〉

(
躍
円
民
要
術

@
 

褒
か
ら
根
が
出
る
と
区
間
の
秋
草
を
除
し
、
苗
の
ふ
ち
を
、
練
柴
を
も
っ
て
、
手
で
苗
を
き
け
な
が
ら
褒
根
に
土
寄
喧
よ
。

前
者
に
「
穣
之
」
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
嘗
然
贋
い
面
積
を
意
味
し
、
後
者
は
区
間
と
あ
り
、

ら
考
え
て
匿
国
法
を
劉
象
と
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
石
麓
漢
氏
は
、

苗
を
お
し
わ
け
な
が
ら
赫
柴
を
お
し
て
行
く
事
か

『
氾
勝
之
書
今
回
押
』
に
お
い
て
匡
田
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
文

章
を
後
半
に
集
め
て
い
る
の
も
、
こ
の
事
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
匿
田
法
に
つ
い
て
二
年
三
毛
作
の
有
無
を
検
討
し
よ
う
。
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医
種
姿
。
匡
大
小
如
中
農
夫
匡
。
禾
牧
匡
種
。
凡
種
一
敵
。
用
子
二
升
。
:
:
:
大
男
大
女
治
十
畝
。
至
五
月
牧
。
(
費
民
要
術
大
小
市
次
第
十
)

@
 

右
の
文
に
よ
れ
ば
「
禾
の
牧
穫
が
す
む
と
区
種
す
る
」
と
あ
る
か
ら
、
禾
の
刈
あ
と
を
直
ち
に
整
地
し
て
す
ぐ
に
播
種
す
る
に
相
違
な
い
。
こ

の
文
で
禾
と
褒
と
は
同
じ
場
慮
に
ま
く
事
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
互
に
つ
い
て
は
医
団
法
の
中
に
播
種
の
時
期
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

般
型
に種

大
豆
。
夏
至
後
二
十
日
。
向
可
種
。

(
湾
民
要
術

大
一
旦
第
六
〉

と
あ
る
か
ら
、
区
田
法
で
も
夏
至
後
二
十
日
に
播
種
し
て
も
よ
い
事
は
嘗
然
で
あ
る
。

ら
、
五
月
上
旬
(
至
と
あ
ら
ば
五
月
に
入
っ
て
間
も
な
く
の
事
で
あ
ろ
う
)
に
褒
を
牧
め
た
後
、
充
分
整
地
し
て
播
種
で
き
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
で
栗

夏
至
後
二
十
日
は
%
の
確
率
で
陰
暦
六
月
に
入
る
か

ー
褒
大
豆
の
輪
作
型
態
は
可
能
に
な
っ
た
。
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し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
「
大
豆
は
褒
の
あ
と
と
は
指
定
し
て
い
な
い
か
ら
同
一
の
耕
地
と
は
限
ら
な
い
。
車
に
時
間
的
に
可
能
で
あ
る
と
い

う
事
は
、
必
ず
し
も
二
年
三
毛
作
の
賓
施
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
反
論
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
匡
団
法
は
元
来
少
地
の
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農
法
で
あ
る
こ
と
は
、

ω劃
象
と
す
る
土
地
は
「
諸
山
陵
・
近
邑
・
高
危
・
傾
坂
・
及
丘
城
上
・
皆
可
篤
匡
回
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
康

い
田
の
と
れ
る
土
地
で
は
な
い
こ
と
、

ω匡
田
の
作
畝
法
の
説
明
に
一
畝
を
基
準
と
し
、
「
大
男
大
女
治
十
畝
」
い
う
数
字
か
ら
見
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
即
ち
匡
団
法
の
特
色
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
狭
い
土
地
に
集
中
的
に
水
と
肥
料
を
輿
え
、
土
地
の
生
産
性
を
極
度

と
す
れ
ば
、
京
女
の
底
(
跡
地
・
か
り
あ
と
〉
に
大
豆
を
播
く
時
聞
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
姿
の
跡
を
遊
ば
し
て
別
の
畑

に
高
め
る
こ
と
に
あ
る
。

に
大
豆
を
ま
き
、
二
枚
・
三
枚
の
田
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
経
営
法
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
特
に
大
豆
は

大
豆
保
歳
。
易
矯
宜
。
古
之
所
以
備
凶
年
。
謹
計
家
口
粒
種
大
豆
。
率
人
五
畝
。
此
田
之
本
也
。

(
費
民
要
術

大
豆
第
六
)

大
豆
は
牧
穫
が
安
定
で
、

か
つ
育
て
や
す
い
。
古
よ
り
備
荒
用
の
作
物
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
:
・

精
神
を
解
さ
な
い
反
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
匡
団
法
で
の
二
年
三
毛
作
は
充
分
認
め
ら
れ
る
し
、

と
大
豆
の
栽
培
を
重
視
し
て
い
る
貼
よ
り
見
て
、
褒
の
跡
に
も
栽
培
さ
れ
な
い
筈
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
前
の
反
論
は
、
氾
勝
之
の

同
時
に
嘗
時
の
技
術
段
階
で
二
年
三
毛
作

夏
至
後
七
十
目
。
可
種
宿
姿
。

(
寵
円
民
要
術 一

般
型
で
は

大
小
委
第
十
)
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の
可
能
で
あ
っ
た
事
も
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
一
般
型
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

植
禾
夏
至
後
八
十
九
十
目
。
常
夜
半
候
之
。
天
有
霜
若
白
露
下
。
以
卒
明
時
。
令
商
人
持
長
索
相
対
。
各
持
一
端
。
以
葉
禾
中
去
霜
露
。

(
湾
民
要
術

種
穀
第
三
〉

は
や
植
え
の
禾
は
、
夏
至
後
八
・
九
十
日
た
つ
と
、
常
々
夜
半
注
意
し
て
、
も
し
霜
や
露
が
降
り
た
ら
、

明
朝
は
や
く
長
い
縄
を
も
っ
て

二
人
向
い
あ
っ
て
立
ち
、
縄
の
端
を
も
っ
て
、
田
の
中
を
は
ら
い
、
霜
露
を
除
か
し
む
。

右
の
よ
う
に
早
植
の
禾
で
も
、
夏
至
後
八
・
九
十
日
に
は
ま
だ
刈
取

っ
て
い
な
い
か
ら
夏
至
後
七
十
日
の
宿
褒
を
禾
の
跡
に
播
種
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
ま
た
「
褒
因
。
常
以
五
月
耕
。
六
月
再
耕
。
七
月
勿
耕
」
と
い
う
の
も
、
栗
と
奏
と
の
結
付
を
困
難
に
す
る
。
従
っ
て
嘗
時
の
匡

田
法
で
は
二
年
三
毛
作
は
行
な
わ
れ
て
い
て
も
、
一
般
型
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。



所
で
十
年
九
皐
と
い
わ
れ
る
華
北
で
は
、
凶
年
針
策
が
農
業
経
営
の
最
も
重
要
な
候
件
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
「
大
豆
保
歳
云
々
」
の
語

で
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
劃
策
と
し
て
各
種
の
穀
物
を
植
え
、
ど
れ
か
一
つ
を
確
保
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
事
も
、
漢
書
食
貨
志
の
「
種
穀
必

雑
五
種
。
以
備
災
害
」
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
年
一
毛
作
よ
り
も
こ
の
篠
件
に
か
な
っ
て
、
よ
り
凶
年
割
策
に
な
る
二
年
三
作

@
 

を
行
な
わ
た
い
筈
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
土
地
の
少
な
い
農
家
が
皐
害
に
強
い
匡
田
法
を
行
な
っ
て
、
凶
年
を
し
の
い
で
い
る
の
に
、
一
般
型
の

農
家
が
凶
年
を
扶
手
傍
観
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
等
も
何
等
か
の
方
法
で
凶
年
の
針
策
を
構
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
貼
に

つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
持
民
要
街
巻
頭
雑
読
の
土
地
使
用
法
で
あ
る
。

其
所
糞
種
黍
地
。
亦
刈
黍
子
。
即
耕
南
偏
。
熟
蓋
下
糠
要
。
至
春
三
鋤
偏
止
。

そ
の
肥
料
を
輿
え
て
黍
を
植
え
た
所
の
地
は
、
黍
の
買
を
刈
れ
ば
す
ぐ
に
二
回
掘
起
し
、

三
田
中
耕
し
て
ハ
手
入
れ
を
)
止
め
る
。

よ
く
蓋
磨
を
か
け
糠
褒
を
ま
く
。
春
に
な
れ
ば

と
、
肥
料
を
「
施
し
た
土
地
」
と
、
保
件
づ
き
で
年
二
毛
作
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
肥
料
を
輿
え
た
土
地
と
は

踏
糞
法
。
(
中
略
〉
計
経
冬
一
具
牛
。
踏
成
三
十
車
糞
。
至
十
二
月
正
月
之
問
。
即
載
糞
糞
地
、
計
小
畝
畝
別
用
五
車
。
計
糞
得
六
畝
。

と
あ
る
よ
う
に
一
畝
嘗
り
踏
糞
〈
堆
肥
)
五
車
を
施
し
た
特
別
の
地
で
あ
る
。
こ
の
雑
読
は
富
農
経
営
の
農
法
を
述
べ
た
も
の
で
、
耕
作
面
積

は
小
畝
三
噴
を
適
正
面
積
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
肥
料
を
施
し
た
特
別
の
土
地
は
僅
か

2
%
に
す
、
ぎ
な
い
。

2
%
の
土
地
に
年
二
毛
作
又
は
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二
年
三
毛
作
を
行
な
っ
て
も
生
産
力
の
増
大
と
い
う
側
面
か
ら
は
殆
ん
ど
無
意
味
に
近
く
、
そ
れ
な
れ
ば
寧
ろ
、
堆
肥
を
も
っ
と
贋
い
面
積
に

ー
ー
た
と
い
一
畝
嘗
り
の
肥
料
の
量
を
減
じ
て
も
|
|
施
し
た
方
が
有
利
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
雑
読
の
こ
の
経
営
法
は
、
凶
年
封
策
を
主
た
る

目
標
に
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
凶
年
針
策
の
重
要
性
は
氾
勝
之
の
時
代
も
同
様
で
あ
る
。
嘗
時
の
一
般
型
の
農
家
で
も
、
土
地
の
一
部
を
割

い
て
二
年
三
毛
作
な
り
、
更
に
一
歩
進
ん
だ
場
合
は
年
二
毛
作
を
行
な
っ
た
と
見
て
不
都
合
は
あ
る
ま
い
。
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た
だ
巻
頭
雑
設
は
成
立
年
代
が
明
ら
か
で
な
く
、
唐
の
中
期
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
私
は
漢
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
遅
く
と
も
湾
民
要
術

@
 

よ
り
古
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
氾
勝
之
書
と
時
間
的
に
隔
た
っ
て
い
る
事
は
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
貼
不
安
が
残
ら
ぬ
こ
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と
も
な
い
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
時
代
が
遡
る
に
従
っ
て
|

|
農
業
技
術
の
低
い
程
|

|
凶
年
の
被
害
が
深
刻
で
あ
り
、
そ
れ
に
劃
臆
す
る

飢
僅
針
策
に
よ
り
腐
心
し
た
筈
で
あ
る
。

な
い
。
恐
ら
く
、
首
時
小
農
家
は
匡
団
法
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
集
約
的
農
法
を
、
中
・
大
農
家
は
耕
地
の

一
部
を
割
い
て
、
匡
団
法
的
な
農
業

を
営
ん
で
二
年
三
毛
作
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
穀
を
雑
種
す
る
以
上
土
地
の
分
割
経
営
は
知
っ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
区
田
法
の

割
皐
性
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
常
々
凶
年
の
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
等
は
全
智
を
較
っ
て
そ
の
劃
策
に
努
力
し
て
い
た
に
違
い
な

い
か
ら
。

そ
れ
ゆ
え
氾
勝
之
時
代
の
一
般
型
農
家
も

こ
の
よ
う
な
配
慮
を
し
た
と
見
倣
し
て
も
何
等
差
支
は

以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
嘗
時
の
二
年
三
毛
作
・
年
二
毛
作
の
普
及
の
姿
は

丁
度
現
在
の
ビ
ニ
ー
ル
栽
培
や
抑
成
栽
培
に
類
似
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ビ
ニ
ー
ル
栽
培
は
面
積
か
ら
言
え
ば
極
く

一
部
で
あ
る
が
、
従
事
す
る
農
家
の
比
率
は
必
ず
し
も
低
く
は
な
い
。
ま
た
全

世
と
し
て
は
増
加
の
傾
向
に
あ
っ
て
も
、
局
地
的
に
見
れ
ば
、
経
済
朕
態
の
嬰
化
に
つ
れ
て
増
大
し
た
り
逆
に
減
少
し
た
り
す
る
。
嘗
時
の
二

年
三
毛
作
も
こ
れ
と
同
じ
く
、
面
積
か
ら
言
え
ば
た
と
い
多
い
と
は
言
え
な
く
と
も
、

二
年
三
毛
作
農
家
の
比
率
は
必
ず
し
も
低
い
も
の
で
な
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く
、
ま
た
局
地
的
に
増
減
を
繰
返
し
な
が
ら
も
衣
第
に
普
及
の
度
を
高
め
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
農
家
の
経
済
面
か
ら
も
、
農
政

の
面
か
ら
も
特
殊
栽
培
法
の
存
在
は
無
視
出
来
な
い
よ
う
に
、
嘗
時
の
二
年
三
毛
作
も
農
政
を
考
え
る
上
に
、
農
家
経
済
を
考
え
る
上
に
、
無

視
出
来
な
い
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
に
増
減
し
な
が
ら
も
、
篠
件
の
適
し
た
土
地
か
ら
徐
々

に
浸
透
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
、
二
年
三
毛
作
に
限
ら
ず
風
土
性
の
強
い
農
業
の
新
技
術

一
般
の
普
及
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。

で
は
二
年
三
毛
作
の
始
り
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
普
及
法
式
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
古
い
時
代
に
遡
ぼ
る
こ
と
が
出

@
 

来
る
。
萄
子
富
園
篇
の

今
是
土
之
生
五
穀
。
人
善
治
之
。
則
畝
数
盆
。

一
歳
市
再
獲
之
。

の
文
は
、
こ
の
普
及
の
仕
方
を
背
景
に
し
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
戦
園
時
代
す
で
に
二
年
三
毛
作
が
あ
る
な
ら
ば
、
日
氏
春
秋
に
も

そ
の
史
料
、が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
私
は
従
来
か
ら
よ
く
引
用
さ
れ
、
私
も
前
に
引
用
し
た
「
今
益
美
禾
。
来
蕊
美
褒
」
こ
そ
、
そ
の
史
料
で



@
 

る
ま
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

....... 
I¥. 

最
後
に
本
論
文
の
要
旨
を
簡
単
に
述
べ
て
お
け
ば

ω口
口
氏
春
秋
の
農
法
は
長
さ
六
尺
・
幅
一
尺
、の
畝
と
馴
と
を
交
互
に
作
り
、

に
播
種
す
る
園
塞
的
農
法
で
あ
る
。

畝
上
(
上
田
溝
種
の
時
は
馴
中
)
に
二
行
、

六
寸
の
距
離
間
隔

ωそ
の
農
法
は
従
っ
て
反
嘗
牧
穫
量
の
高
い
も
の
で
、
代
田
法
に
見
ら
れ
る
鰻
田
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

ω
「
一
畝
三
酬
。
歳
代
慮
」
と
い
う
原
理
は
呂
氏
春
秋
に
も
見
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
古
法
で
あ
っ
て
、
代
団
法
の
創
意
で
は
な
い
。

判
氾
勝
之
の
頃
に
は
二
年
三
毛
作
の
技
術
は
確
立
し
て
い
た
。
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同
二
年
三
毛
作
の
普
及
の
酷
か
ら
云
え
ば
面
積
と
し
て
は
と
も
か
く
、
農
家
の
率
と
し
て
は
案
外
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
以
上
の
如
く
要
約
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
目
氏
春
秋
の
技
術
を
高
く
評
債
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
土
地
の
識
別
、
播
種
後
の
管
理
、

農
具
の
問
題
等
、
更
に
は
農
業
技
術
史
上
に
お
け
る
呂
氏
春
秋
の
位
置
等
を
、
新
た
な
目
で
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
改
め
て
別
稿

と
し
た
い
。
本
論
文
で
、
作
畝
法
と
播
種
法
を
集
中
的
に
論
じ
た
の
は
、
今
迄
一
番
多
く
の
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
農
業

技
術
の
水
準
は
こ
の
黙
に
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
正
に
縦
の
物
を
横
に
し
た
結
論
と
な
っ
た
の
で
、
先
皐
諸
兄
の
御
叱

正
を
得
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

註①
大
島
利
一
「
氾
勝
之
書
に
つ
い
て
L

東
方
挙
報

三
分
冊
。

②

西

嶋
定
生
「
代
田
法
の
新
解
穂
」

京
都

第
一
五
冊
第

建
制
と
資
本
制
』
所
枚
。
な
お
其
の
後
、

『中
園
怒
済
史
研
究
』
に
も
収

め
ら
れ
た
(
第
一
部
第
三
章
〉
。
雨
者
の
聞
に
は
多
少
の
差
が
見
ら
れ

る
が
、
本
論
文
の
引
用
は
省
然
後
者
に
依
っ
た
。

①
拙
稿
「
越
過
の
代
田
法
1

特
に
裂
の
性
格
を
中
心
に
し
て
l
」
史
泉
ニ

361 

『野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

封
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七
・
二
八
合
併
続
。

①

大

島

利

一
「
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
」

史
林
四
九
の
一
。

同
「
ふ
た
た
び
目
氏
春
秋
上
幾
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い

て
」
史
林
五
一
の
五
。

同
コ
ニ
た
び
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
筋
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
」

史
林
五
三
の
五
。

論
文
中
で
は
、
大
島
論
文
村
口
同
と
略
構
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

⑤
聞
斗
基
「
近
年
の
漢
代
史
研
究
数
種
」
中
園
撃
報
四
。

⑤
関
成
基

「佃
枝
問
法
小
孜
」
文
理
大
間
学
報
七
。

同
「
呂
氏
春
秋
山
炭
法
の
新
考
察
l
任
地
筋
八
寸
紹
の
性
格
を
中
心
に
し

て
」
『
釜
山
大
穆
論
文
集
』
九

本
論
文
中
の
雨
氏
の
理
解
引
用
等
は
す
べ
て
大
島
氏
の
論
文
を
通
じ
て

お
こ
な
っ
た
も
の
で
、
氏
に
厚
く
御
離
を
申
上
げ
る
。

な
お
最
近
、
閲
成
基
氏
か
ら
、
日
本
語
の
語
文
を
つ
け
て
「
漢
代
委
作

考
」
(
『
東
洋
史
穆
研
究
』
五
〉
を
迭
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
が
本
論
文

で
輪
作
(
二
年
三
毛
作
〉
を
取
扱
っ
た

一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
氏
の
御
厚

意
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

⑦
夏
綿
瑛
『
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
校
稗
』
六
九
頁
。
西
嶋
前
掲
醤

一

六
九
頁
参
照
。

③
呂
氏
春
秋
に
は
絃
は
徐
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
伝
の
代
り
に
縛

か
除
を
置
い
て
も
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
内
容
的
に
は
全
然
愛
ら
な
い
の

は
勿
論
で
あ
る
。

①
五
耕
五
回
開
。
必
審
以
輩
。
(
任
地
篇
)

の
五
耕
は
、
播
種
前
の
耕
起
の
み
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
播
種
後

「
耕
」
の
中
に
播

の
中
耕
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

種
後
の
作
業
を
含
ま
せ
て
考
え
て
よ
い
と
思
う
c

⑬
夏
緯
瑛
前
掲
書
四
四
頁
。

⑪

以

下

一
行
(
篠
)
内
に
お
け
る
株
聞
を
苗
関
と
呼
び
、
各
行
(
篠
)
間

の
間
隔
を
行
間
と
呼
ぶ
。

⑫
僚
矯
に
す
れ
ば
、
播
幅
は
殆
ん
ど
必
要
と
し
な
い
の
で
行
闘
を
考
え
て

僚
播
す
る
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
行
閥
一
尺
に
何
僚
か
ま
く
と
す
れ
ば
雨

行
播
種
は
安
骨
固
な
表
現
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
は
「
行
閥
一
尺
」
を
考

え
ら
れ
た
の
は
、
八
寸
幅
の
紹
で
播
種
蒋
を
作
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
も

の
と
恩
わ
れ
る
が
、

播
種
瀧
を
作
る
時
は
す
き
先
を
斜
に
し
て
作
る
か
ら

必
ず
し
も
和
の
幅
と
閥
係
な
い
。
ま
た
傑
播
の
時
に
は
播
種
絡
は
で
き
る

だ
け
狭
い
方
が
播
種
し
や
す
い
。

⑬

開

成

基

前
掲
釜
山
大
皐
論
文
集
。

な
お
閲
成
基
氏
の
論
を
引
用
し
た
場
合
、
こ
と
わ
り
の
な
い
時
は
こ
の

論
文
の
引
用
で
る
る
。

⑬
開
成
基
氏
の
こ
の
論
文
の
主
要
な
意
義
は
、
八
寸
の
箱
の
成
立
と
、

そ

れ
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
農
業
技
術
が
成
立
し
た
こ
と
を
論
じ
た
所
に
あ

る
。
従
っ
て
氏
の
論
文
を
批
判
す
る
時
は
蛍
然
そ
の
問
題
に
ふ
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
私
に
は
現
在
そ
の
用
意
も
な
い
の
で
、
一
際
笛
面
の
問
題
で

あ
る
作
畝
法
播
種
法
に
闘
す
る
貼
だ
け
を
要
約
し
た
。
新
ら
し
い
農
具
の

笠
場
は
農
業
技
術
の
上
か
ら
見
て
無
視
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
の
で
、
研

究
し
た
い
と
恩
っ
て
い
る
。
た
だ
現
在
の
感
じ
で
は
一
尺
紹

・
八
寸
紹

・

五
寸
租
は
、
年
代
的
に
成
立
し
た
と
も
い
え
る
が
、
早
く
か
ら
併
存
し
土

質
な
り
水
利
の
欣
況
に
感
じ
て
、
そ
の
地
方
々
々
で
、
最
も
適
し
た
も
の

が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
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な
お
関
成
基
氏
以
前
の
一
畝
三
馴
設
に
つ
い
て
は
氏
の
論
文
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
の
で
大
島
氏
論
文
白
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
論
文
で
は
呂
氏
春

秋
の
農
法
を
主
要
な
論
題
に
し
た
も
の
を
取
上
げ
た
。

⑬
こ
の
よ
う
に
播
種
溝
を
作
っ
て
、
そ
の
中
に
貼
播
す
る
播
種
法
は
、
保

播
の
範
鳴
に
入
れ
る
べ
き
か
、
貼
播
と
規
定
す
べ
き
か
と
な
れ
ば
、
嘗
然

鮎
播
の
部
類
に
入
る
。
前
掲
の
拙
論
で
の
貼
揺
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。

⑬
大
島
利
一
「
氾
勝
之
書
に
つ
い
て
」
。
其
の
後
の
論
文
で
も
作
畝
・
播

種
に
つ
い
て
氏
の
誌
と
大
き
く
襲
っ
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

⑫
私
は
こ
の
短
か
い
畝
の
南
方
か
ら
向
い
合
っ
て
耕
作
す
る
方
法
が
、
潟

耕
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
が
、
縞
耕
に
は
古
来
か
ら
色
々
の
解

揮
が
あ
り
、
も
う
少
し
検
討
し
た
い
。

⑬
長
さ
の
方
は
、
或
は
一
家
叉
は
一
組
の

一
日
の
仕
事
量
で
あ
る
か
と
も

思
わ
れ
る
。
面
積
の
車
位
が
仕
事
の
量
を
基
準
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の

は
西
洋
で
も
よ
く
あ
り
、
畝
が
面
積
車
位
に
も
随
の
意
味
に
も
使
用
さ

れ
る
の
は
、
か
か
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑬
居
同
青
魚
肢
は
意
が
よ
く
通
じ
な
い
。
「
青
魚
が
陸
に
あ
が
っ
た
よ
う
に

な
り
」
と
も
課
さ
れ
て
い
る
が
、
苗
が
枯
死
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
遁
嘗

な
謬
で
あ
ろ
う
が
、
「
地
籍
之
」
の
場
合
の
誇
と
し
て
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
肢
に
は
「
肢
」
「
袋
の
口
を
開
く
」
と
い
う
意
味

も
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
に
調
押
し
た
。

⑧
氾
勝
之
の
溝
種
法
で
こ
の
よ
う
に
嘩
帽
を
作
れ
ば
町
に
二
四
溝
、
畝
一
三
ハ

O
繕
に
な
り
、
一
溝
四
二
株
で
は
一
五
一
二

O
に
な
る
。
但
し
近
い
の
は

釆
だ
け
で
、
安
な
ど
は
合
計
教
は
大
き
く
差
が
出
る
。

@
「
縛
六
寸
。
所
以
間
稼
也
」
の
聞
が
距
離
・
間
隔
六
寸
を
指
す
な
ら

ば
、
「
苗
聞
を
六
寸
に
す
る
L

と
課
し
て
来
た
が
、
作
畝
の
次
の
文
章
で

あ
る
か
ら
、
稼
を
「
た
ね
ま
き
」
と
調
押
し
て
「
種
を
蒔
く
時
に
距
離
間
隔

を
六
寸
に
ま
く
」
と
い
う
謬
の
方
が
よ
り
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

@
小
農
法
・
大
農
法
の
定
義
は
事
問
的
に
は
色
々
一
複
雑
な
傑
件
が
あ
ろ
う

が
、
本
論
文
で
は
簡
単
に
小
農
法
は
乗
組
類
と
縛
器
類
に
よ
る
農
法
ハ
従

っ
て
必
然
的
に
小
面
積
の
農
法
に
な
る
)
、
大
農
法
は
牛
耕
や
裂
穫
を
使

用
す
る
農
業
、
と
い
う
意
味
に
使
用
す
る
。

@
湾
民
要
術
種
穀
第
三

買
思
郷
は
こ
の
文
の
所
に
次
の
よ
う
な
註
を
附
し
て
い
る
。

劉
章
耕
田
歌
日
。
深
耕
穣
種
。
立
苗
欲
疏
。
非
其
類
者
。
鋤
而
去

之
。
諺
目
。
廻
車
倒
馬
。
郷
衣
不
下
。
皆
十
石
而
枚
。
言
大
稀
大
概

之
枚
。
皆
均
卒
也
。

劉
章
の
耕
国
歌
に
日
く
、
深
耕
概
種
し
て
、
苗
を
生
長
さ
す
時
に
は

ま
び
い
て
疎
に
す
る
。
作
物
以
外
の
も
の
が
生
じ
た
時
に
は
、
鋤
し

て
ぬ
き
さ
る
。
諺
に
車
を
U
タ
ー
ン
さ
せ
た
り
、
馬
が
坐
り
こ
ん
で

も
苗
に
傷
つ
け
な
い
程
の
稀
種
で
も
、
ま
た
逆
に
衣
物
を
境
け
て
も

土
地
に
つ
か
な
い
程
の
密
植
で
も
、
皆
十
石
の
牧
穫
で
あ
る
。
そ
の

意
味
は
、
い
く
ら
疎
植
し
て
も
、
ま
た
密
植
で
も
、
牧
量
は
皆
同
じ

事
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
注
か
ら
見
る
と
買
思
砲
は
稀
種
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ユ
赤
留
一
科
」
は
稀
種
の
部
類
に
入
る
と
考
え
て
間
遠
あ
る
ま
い
。

@
綾
田
を
呂
氏
春
秋
の
農
法
と
見
る
設
と
し
て
は
西
嶋
定
生
氏
、
問
斗
基

氏
、
関
成
基
氏
の
設
が
あ
る
。
西
嶋
氏
は
呂
氏
春
秩
を
「
庚
畝
散
播
」

と
解
し
て
い
る
の
で
呂
氏
春
秋
の
解
稗
と
し
て
は
同
意
で
き
な
い
が
綾
田

の
解
と
し
て
は
反
嘗
牧
穫
量
の
貼
か
ら
見
れ
ば
一
概
に
不
可
と
も
言
え
ま

い
。
し
か
し
綬
団
法
は
漢
代
長
安
附
近
の
一
般
農
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
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到
底
時
代
遅
れ
の
散
播
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
。
慶
畝
に
し
て

も
、
五
尺
間
隔
に
一
尺
内
外
の
深
い
雌怖
が
く
っ
き
り
と
つ
く
以
上
、
綾
田

の
解
糠
と
し
て
必
ず
し
も
適
嘗
と
は
思
え
な
い
。
問
斗
基
頁
・

関
成
基
氏

(
綬
団
法
小
孜
(
大
島
論
文
伺
)
に
つ
い
て
は
、
私
に
は
そ
の
内
容
が
は

っ
き
り
わ
か
ら
な
い
の
で
批
剣
は
出
来
な
い
が
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
を
綬

回
と
考
え
る
愛
想
法
に
制
到
し
て
は
賛
意
を
表
し
得
な
い
。
大
島
氏
は
(
論

文
伺
)
、
緩
田
を
呂
氏
春
秋
か
ら
切
離
し
て
、
「
綾
田
と
は
手
入
の
よ
く
な

い
田
」
と
解
穆
し
て
い
る
。
代
田
法
と
比
較
し
て
手
入
の
よ
く
な
い
固
と

言
う
解
稗
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
比
較
針
象
が
徐
り
に
も
庚
す
ぎ

る
。
班
周
は
代
田
法
を
、
績
回
と
同
時
に
芳
田
と
比
較
し
て
晦
ご
と
一
石

以
上
主
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
離
宮
近
く
の
普
通
の
固
と
比
較
し
て
」
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
班
固
は
や
は
り
或
る
農
法
を
意
識
し
て

い
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
回
の
篠
件
と
し
て
、

ω可
成
り
普
遍
的
な
農

法

ω代
田
法
よ
り
一
!
こ
石
低
い
生
産
性
の
回
、
を
考
え
る
と
、
代
田

法
の
特
色
を
も
た
な
い
大
農
法
、
即
ち
作
篠
裂
に
よ
る
回
と
考
え
る
よ
り

外
は
あ
る
ま
い
。
「
綾
田
と
は
作
傑
裂
に
よ
る
浅
い
播
種
山
怖
を
持
っ
た
田

を
代
田
法
に
封
比
し
て
の
ベ
た
形
容
で
あ
る
ま
い
か
」
と
解
し
た
が
、
現

在
で
も
こ
の
見
解
は
幾
ら
な
い
。
「
綬
縮
無
文
也
」
を
文
字
通
り
に
解胴押

す
れ
ば
水
回
以
外
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
綬
回
を
「
浅
い
溝
の
回
」
に
抜

大
解
胴
押
し
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

@

大
島
利
一
「
代
田
と
屯
回
」
東
洋
史
研
究
一
四
の
一
・
二
。

@
拙
稿
「
臨
円
民
要
術
と
二
年
三
毛
作
」
東
洋
史
研
究
一
七
の
図
。

@
西
嶋
定
生
「
破
砲
の
彼
方
」
歴
史
国
学
研
究
一
二
五
(
『
中
園
経
済
史

研
究
』
所
牧
)

@
律
の
意
味
、が
明
ら
か
で
な
い
が
、
石
盤
漢
氏
は
律
に
つ
い
て
、
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「

現
在

庭
東
地
方
の
方
言
で
、
手
で
障
害
物
を
避
け
な
が
ら
進
ん
で
ゆ
く
意
味
に

使
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
一
際
こ
の
よ
う
に
圃
押
し
た
。

@
関
成
基
氏
は
、
「
漢
代
委
作
考
」
に
お
い
て
、
こ
の
文
章
か
ら
同
一
耕

地
の
莱
と
婆
の
輪
作
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
こ
の
輪
作
を
二
年
三
毛
作

と
関
連
さ
せ
て
い
る
か
一
台
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
私
は
、
原
則
的
に
言

え
ば
、
二
年
三
毛
作
は
年
二
毛
作
へ
至
る
ま
で
の
過
渡
の
状
態
と
考
え
て

い
る
。
従
っ
て
二
年
三
毛
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
土
地
で
も
、
年
二
毛
作

に
移
行
し
よ
う
と
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
華
北
の
自
然
保
件
は
年
二

毛
作
の
一
般
化
を
許
さ
な
い
た
め
二
年
三
毛
作
で
止
ま
っ
て
い
る
と
見
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
文
中
の
「
年
二
毛
作
」
は
二
年
三
毛
作
以

上
の
技
術
階
段
で
、
二
年
三
毛
作
の
可
能
は
嘗
然
と
解
し
て
い
る
、
，
と
見

て
い
た
だ
き
た
い
。

@
直
田
法
が
劉
皐
農
業
で
あ
っ
た
事
は
、
そ
の
最
初
の
出
に

湯
有
早
災
。
伊
予
作
盛
岡
高
因
。
数
民
糞
種
。
負
水
涜
稼
。

と
あ
る
所
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
氾
勝
之
以
後
、
早
災
に
屡
々
直
田

法
を
奨
働
し
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

@
拙
稿
「
所
謂
湾
民
要
術
省
頭
雑
設
に
つ
い
て
」
史
林
四
八
の
一

@
市
営
類
は
下
回
に
栽
培
さ
れ
、
禾
黍
は
上
回
に
植
え
ヰら
れ
る
か
ら
、
二
年

三
毛
作
は
婆
が
上
回
に
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
勝
で
あ
る
。
二
年
三
毛
作
普
及
を
論
ず
る
場
合
は
こ
れ
は
重
要
な

指
摘
で
あ
る
が
、
可
能
・
不
可
能
を
問
題
と
す
る
時
は
そ
れ
程
重
要
な
こ

と
で
は
な
い
。
巨
視
的
に
見
て
、
最
初
の
、
士
一
地
慶
く
人
の
少
な
い
時

は
、
禾
も
褒
も
下
回
に
植
え
ら
れ
、
人
口
増
加
と
共
に
比
較
的
耐
皐
力
の

あ
る
禾
は
上
回
に
ま
ず
上
り
、
更
に
人
口
の
増
加
、
加
え
て
農
具
が
鋭
利

に
な
っ
て
、
比
較
的
容
易
に
深
耕
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
(
深
耕
が
容
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易
に
な
る
こ
と
は
同
時
に
高
畝
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
上
回
・

下
回
の
直
別
の
な
く
な
っ
た
事
で
あ
り
円
安
も
次
第
に
上
回
に
あ
が
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
費
民
要
術
(
種
穀
第
三
〉
の
「
山
海
有

異
宣
L

の
注
と
し
て
次
の
文
が
あ
る
。

山
田
種
強
苗
。
以
避
風
霜
。
四
時
田
種
弱
苗
。
以
求
華
賞
。

こ
の
文
か
ら
見
れ
ば
禾

(
種
穀
第
一
一
一
の
穀
は
禾
を
指
す
こ
と
は
周
知
の
通

り
)
は
下
回
に
植
え
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
下
回
(
下
回
で
も
色
々
差
が

あ
る
が
津
田
と
い
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
)
の
方
が
遁
地
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
古
い
時
代
で
下
回
の
入
手
が
幾
で
あ
っ
た
時
は
首
然
委
も

釆
も
下
回
に
植
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
更
に
旗
門
民
要
術
(
大
小
委
十
)

の
「
積
安
非
良
地
則
不
須
種
」
の
注
に
よ
れ
ば

諸
問
地
徒
労
種
而
必
不
収
。
凡
種
被
姿
。
高
下
回
皆
得
用
。
但
必
須
良

熟
耳
。
高
田
借
擬
禾
豆
目
。
可
専
用
下
回
。

禾
・
豆
が
上
田
に
植
え
ら
れ
る
の
は
、
委
が
よ
り
下
回
か
ら
離
れ
難
い
か

ら
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
二
つ
の
史
料
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
禾
が

上
回
に
、
安
が
下
回
が
と
い
う
定
式
は
、
下
回
が
不
足
し
た
か
ら
で
、
植

物
自
慢
の
性
格
で
は
な
く
、
よ
り
枇
曾
的
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
し
、
市
安
類
が
最
後
の
段
階
に
な
っ
て
、
上
回
の
良
回
化
と
い
う
こ
と
を

係
件
に
し
て
、
上
回
に
進
出
し
て
行
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。
上
回
の

良
地
化
の
最
大
篠
件
は
水
分
を
輿
え
る
事
、
す
な
わ
ち
畝
を
高
く
し
酬
を

深
く
し
て
上
回
を
下
固
化
す
る
こ
と
と
い
え
る
。
以
上
の
様
に
見
れ
ば
戟
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園
時
代
に
は
深
耕
の
お
陰
で
、
委
と
禾
を
同
一
回
に
植
え
得
る
可
能
性

は
、
上
回
ま
で
昇
っ
て
相
嘗
高
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

@
こ
れ
等
の
作
業
は
「
今
葱
美
禾
」
を
封
象
と
し
て
述
べ
た
、
と
考
え
た

な
ら
ば
、
五
耕
か
ら
無
娯
蛾
ま
で
す
べ
て
手
入
さ
れ
る
禾
の
枚
穫
と
同
一

年
内
の
事
で
あ
る
か
ら
、
「
今
葱
美
禾
」
は
何
等
の
矛
盾
も
な
い
が
、
安

は
秋
に
播
種
す
る
が
、
手
入
れ
は
殆
ん
ど
春
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、

五
鰐
に
し
ろ
「
大
草
不
生
。
無
娯
蛾
」
も
主
と
し
て
春
の
話
で
あ
る
。
五

耕
に
し
て
も
耕
起
は
秋
で
も
、
中
耕
は
春
で
あ
る
。
従
っ
て
「
来
弦
美

委
」
よ
り
も
矢
張
り
「
今
葱
美
樹
芦
L

の
方
が
安
嘗
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作

業
の
時
期
か
ら
見
て
「
来
葱
美
婆
」
と
言
え
ば
、
栽
培
中
の
奏
で
は
な
し

に
、
将
来
揺
種
す
る
で
あ
ろ
う
葵
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
こ

の
文
は
「
禾
な
ら
ば
:
:
:
今
葱
の
美
禾
、
安
の
場
合
は
・
・
・
来
葱
美
婆
」

と
一
用
者
を
併
置
し
た
も
の
で
な
く
、
禾
の
手
入
れ
を
述
べ
た
も
の
と
解
せ

ら
れ
る
。
禾
の
回
に
婆
葱
美
萎
を
加
え
れ
ば
嘗
然
禾
婆
の
輪
作
で
、
こ
の

文
音
昨
日
「
最
善
の
手
入
れ
を
行
な
え
ば
草
や
虫
に
害
さ
れ
ず
、
今
年
は
美

禾
、
来
年
も
美
委
が
得
ら
れ
よ
う
L

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
善
の
手
入

れ
を
係
件
に
す
れ
ば
、
禾
と
姿
と
の
輪
作
が
無
理
で
な
い
事
は
前
記
の
萄

子
の
文
よ
り
明
か
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
「
肱
」
の
解
稗
に
つ
い
て
は
京
大
大
撃
院
生
渡
透
信
一
郎
氏
の

助
言
を
え
た
。
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