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竃

,

末
代

の
農
田
に
就

い
て

冨兄

'

苑

¶

■

宋

代

の
農

田

に
就

い

て

'
.

-

宋
史
食
貨

志
の

一
、研
究

一

・
穂

積
.
丈

雄

.

一

.

・

』
.
.

、

.

宋
災
は
由
来
杜
撰
で
あ
る
と
い
愉
れ
る
。
な
る
ほ
ど
資
料
が

よ
く
整
理
せ
ら
れ
す
雑
然
と
し
て
み
る
。
、
し
か
し
、
そ
れ
故
に

資
料
は
原
形
に
於
て
保
存
せ
ら
れ
み
こ
と
」
な
る
。
そ
し
て
そ
、

.

の
こ
と
は
史
料
と
し
て
の
宋
史
の
債
値
を
高
め
る
臥
そ
れ
は
惨
.

や
ヶ
ど
.、
五
代
後
晋
の
劉
晦
等
の
撰
せ
る
菖
唐
書
が
、
資
料
の

面壁
理
に
於
て
不
充
分
で
あ
っ
た
に
も
か
」
は
ち
す
、
か
べ
つ
.て

そ

の
故
に
、.宋
の
欧
陽
修
等
の
手
に
な
る
新
膚
害
よ
り
も
史
料

と
し
で
ば
優
る
も
の
が
あ
る
と
せ
ら
れ
る
に
似
よ
.う
。・

.

し
か
し
、
杜
撰
は
た
し
か
に
杜
撰
で
、
こ
と
.に
食
貨
志
な
ど

は
、・
も
と
も
と
王
朝
財
政

の
記
録
で
も
あ
ゑ
が
、
.項
椙
こ
そ
上

第

五
十
四
巻

一
=
二
四

第

二
號

、
[
[
六

、

/

下

十

四

に
分

け

ら
れ

て

み

る

と
は

い

へ
、

そ

の
昏

項

目

に
就

い

て
み

る

に

、
何

れ

も

、
、そ

の

項
日
向
.關

係

あ

る
記
録

が

、

た

璽

㌧

年

代

順

に
羅

列

せ

ら
れ

み

み

に
過

ぎ

ぬ

と

い

っ

て
も

、
甚

だ
し

い
.い
ひ

過

ぎ

に
は
な

る

ま

い
ぴ

從

て
、
.そ
れ

を

要

約

し

て
燈

系

的

に
把

握

す
る

こ
.と
は
困

難

と
な

る

。

し

か

し
困

難

は

不

可

能

と
は

遵

ふ
。
.そ

れ

で
こ
」

に
し

ば
ら

く

そ
れ

を

、
い
首

項
農

田

に
.

就
.
込
て
試

み

る
。

ヘ

へ

二
、

五
代
齪
離
の
間
に
農
民
は
流
亡
し
、
宋
興
め
て
後
あ
重
賦
厚

.

飲
の
た
め
に
農
民
の
逃
田
を
み
る
こ
と
め
づ
ら
し
く
な
い
。
し

か
る
に
農
民
が
逃
田
流
亡
す
れ
ば
、
田
畝
は
荒
慶
し
、
鞍
覆
は

激
減
し
、
」政
府
の
財
肘
に
不
足
を
告
げ
馬
甦
會
の
散
態
盆
不
穏

を
呈
す
る
。
そ
ヒ
で
民
を
齢
農
せ
し
め
、
.田
を
耕
作
ぜ
し
む
る

こ
ど
が
緊
要
と
な
る
。
.か
く
て
荒
慶
せ
る
無
主
の
田
を
耕
作
せ

ん
こ
と
を
請
飽
者
に
は
最
初
の
間
は
租
税
を
発
じ
、
.弓
定
の
期

間
を
経
過
す
れ
ば
そ
の
田
を
與

～
惹
こ
と
レ
す
る
¢
ま
た
、
逃

亡
せ
る
者
に
は
蹄
業
を
許
す
。
こ
.の
場
合
、
最
初
の
間
は
租
税
.

・を
減
免
す
る
こ
と
、
先
の
請
射
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
、離
業

、

.

膨

隔



,

,

す

る
者
の
田
が
、
す
で
に
.佃
せ
ち
れ
る
か
、
ま
た
は
、
官
に
よ

り
て
費
ら
「れ
て
る
6
場
合
ば
、
他

の
官
田
を
還
給
す
る
。
次
に

.

種
種
耕
具
を
敏
く
者
に
ほ
、
官
よ
り
こ
れ
を
貸
與
」
ボ
ま
た
ば

繕
銭
を
貸
興
し
て
そ
れ
ら
を
購
ふ
を
得
t
め
る
。
さ
ら
に
そ
の

・
成
.果
を
期
す
る
た
め
に
}
役
人
に
し
て
こ
れ
ら
の
政
策

の
實
施

・に
忠
實
で
、
そ
の
成
績

の
み
る
ぺ
.き
も
の
診
る
と
邊
は
、
.と
れ

.

を
.褒
賞
し
、
陞
任
す
る
。
そ
し
.て
そ
れ
ら
の
こ
と
は
陳
靖
の
上
.

ロ

業

に
も

委

曲
を

つ
く

せ

る
を

み

る

こ
と

が

で

き

る
。

、

軌

三

農
民
が
逃
出
し
て
流
亡
ず
れ
ば
う
豪
宗
大
雄
は
そ
の
円
を
象

,
.併

・
冒
偏
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
る
に
V
褻
併
は
請
射
、・
蹄
業

を
阻
害
し
、
田
有
る
者
耕
せ
す
、
.耕
せ
ん
と
す
る
者
ば
田
無
き

矛
盾
を
き
た
し
、
冒
傷
は
租
税
の
通
睨
に
出

で
、
政
府
財
用
不

足
の
勢
を
助
長
す
る
。
政
府
財
吊
の
不
足
は
重
賦
厚
数
を
招
来

し
、
そ
れ
は
農
昆
の
流
亡
を
促
進
ず
る
コ
農
民
の
流
亡
は
豪
宗
、

大
雄
「の
象
併

・
冒
傷
を
拍
車
づ
け
、
.嚢
併

∵
冒
慨
は
農
民
の
請

射

帆
館
業
を
阻
害
し
、
政
府
財
用
は
盆

走
不
足
を
来
た
す
。
か

.

く
て
因
は
果
と
な
レ
、
果
は
鳳
と
底
b
へ

そ
の
弊
且
大
ど
な
る

末
代
の
農
園
に
就
い
て
-

U

の
み
.に
て
、
窮
ま
る
壱
.
ろ
.を
知
ら

ぬ
こ
士

な
る
。

で

.
に
於

て
か

ヒ

義
に
経

界

を

正

し

、

田

を
均
指

し

て
、
民

の
名

田

を

限

り

、

そ

の
限
外

に
有

す

る

と

こ

ろ

は

こ
れ

を
買

ひ

あ
げ

て

公

田
.と

し
、

以

て
租

税

の
軽
減

を
計

る

こ

と

」
な

る
6

け

だ
し
.

公

田

よ
ゆ

の
牧

人

が

あ

る
故

に
、

そ
れ

だ

け
租

税

を
輯

減

す

る
.

.

を

得

る

と
す

る
.の

で
あ

ら

う
か

。

し

か

る

に

、
経

界

を

正

す

ご

一

と
は

、
窮

閻

下

戸

は

こ

れ

を
願

ふ
も

、
.
豪
宗

大

雄

は

ζ
れ

を

喜

,

ち

、
ば

ぬ
故

に
、
猜
市
価
食
官
一そ

の
怨

を

買

ふ
を

徴

せ
す

、

從

て
寸

朱

.

ド

烹
そ
の
他
、
こ
れ
を
説
く
者
少
か
ら
ざ
る
に
も
か
玉
は
ら
す
一
、

必
ず
し
も
徹
底
せ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
.れ
を
思
想
史
上
よ
り
み
れ

ば
、
そ
れ
は
、
.儒
家
の
均
分
思
想

の
一
表
現
と
し
て
意
義
深
き

を
畳
え
る
。
特
に
魔
州
州
星
稜
教
授
林
熟
め
ご
と
費
は
一
そ
の

田「
本
放
書
」
十
三
篇
に
よ
り
て
古

の
井
田
制
に
倣
は
ん
こ
ど
を
主

張
す
る
迫
な
ほ
公
田
は
後
に
至
サ
戸
車
興
グ
て
財
政
危
局
に
直

面
す
る
に
及
び
、
.ζ
れ
を
費
レ
て

一・時
り
急
を
凌
ぐ
を
み
る
が

.や
が
て
、
㍗和
耀
を
免
じ
、
以
て
.楮
}慣
輕
き
の
弊
を
救
は
.ん
が
た

.

あ
に
、
ま
た
限
田
の
議
に
よ
り
て
公
田
を
同
買
す
る
こ
と
.」
な

る
。
.
.
し
か
る
に
同
賈
は
必
ず
し
も
適
正
を
賜
七
難
く
、
が

へ
、ρ

第
五
+
四
蕃
.

」
一、三

五
.

第
二
號
.

一
山
七

.

「
」

「

6

可

酒 乱



'

.

,

末
代

の
農
園
に
就

い
で
.
.
.

,
、

て
和

羅

の
要
を

み

る
こ

と

勾
な

り

、

徳
裕

元

年

三

月

の
詔

に
、

.

コ
公

田
.は
、最

も

民

の
害

を

爲

す

。
怨

を

稔

ら
し

、

禍

を
召

く

こ

と

十

有
饒

年

。

自

今

、
並

に
佃

圭

に

給

し

、
其

の
組

戸
を

牽

ゐ
.

二

)

、
て
兵
と
な
ら
し
む
。」
と
さ

へ
.い
は
れ
る
に
至
る
を
み
る
。
.

四

そ
れ
か
ら
た
f
請
射
や
錨
業

の
み
で
な
く
、
進
ん
で
、
新
ら
.

し
く
土
地
を
開
墾
す
る
こ
と
が
奨
働
せ
ら
れ
、・
所
謂
、
地
力
を

。
、轟
く
す
こ
と
に
意
が
む
け
ら
れ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
っ
.

.

.し
か
し
、
,か
く
て
せ
っ
か
ぐ
請
射

膨
齢
業
、
乃
至
、
開
墾
し

て
み
て
も
、
租
税
が
重
く
な
れ
ば
結
局
民
は
そ
の
重
歴
に
得
堪

へ
で
又
逃
移
し
、
或
は
そ
の
重
慶
を
恐
れ
て
隠
蔽
す
る
こ
と
玉
.

.

な
り
」
.政
府
の
財
用
は
ま
た
不
足
に
階
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
そ
こ
.

で
ま
た
軽
視
の
要
が
読
か
れ
る
。
例

へ
ば
揚
州
の
知

・
晃
公
武

は
奏
し
で
、
.「
背
臨
唐
の
民
は
、
稼
簡
を
務
も
れ
ば
則
ち
其
の

租
を
増
せ
り
。
故
に
播
種
す
る
者
少
し
。
呉
越
の
民
は
、
荒
田
`

「を
墾
す
れ
ど
も
税
を
加
へ
歩
。
.故
に
蹟
土
無
し
。
望
む
ら
ぐ
は
.
.

.爾
濫
に
詔
七
て
更
に
賦
を
壇
さ
買
ち
し
め
ん
ζ
と
を
。
庶
く
は

　ニ
リ

民
勧
む
こ
と
を
知
ら
ん
」
と
い
ふ
。

第

流
+
四
唇
.

二
三
六

・第
ゴ
耽
.

一
一
八

.
だ

が

、
か

く

の
ご

と

く
し

て
風

を

渤

課
優

遇

し

、
請

射

・
蹄

、

業
ま
た
は
開
墾
せ
.し
め
な
が
ら
(
さ
て
.い
よ
ぐ

請
射

・
昂
業

ま

ね
は
開
墾
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
陳
靖
の
奏
に
所
謂
、
.、

.

「
朝
に
尺
寸
の
田
を
耕
せ
ば
.暮
に
差
猫

の
籍
に
入
り
、
追
音
聞

護

蕪

い
で
而
し
て
來
き

善

導

・
た
め
に
費

の
逃
.

移
流
亡
を
み
、
農
民
が
逃
移
流
亡
す
れ
ば
.
ま
た
こ
れ
を
渤
課

、

優
遇
し
で
請
田

・
館
業

・
開
墾
せ
し
む
る
こ
と
上
述
の
ご
と
ぐ

、

し
、
絶

へ
す
同
じ
こ
と
を
繰
り
返

へ
.し
、
そ
れ
ほ
當
時
に
在
り

、

て
も
し
ば
ぐ

琳剛
者
に
よ
ウ
、

、指
摘
警
告
せ
ら
れ

て
る
る
コ

.

五
.

↑
.
、
.
.
.
・
.

一

`
』
「

南

渡

以

後

は
江

南

水

田

の
開

登

が
問

題

と

翫
か

、
從

て
水
利

に
封

ず

る
計

慮

が
彿

依

れ

る

こ
と

蕊
な

る
互
.水
利

ば
灌
漑

と

排
.

水

の
爾

面

に
お
か

れ

る
。

そ

し

て

そ
.れ

は
》

具
腿

的

に

信
肢

∵

塘

・
堰

・
坪

・埠

夙
隆

の
改

慶

、
溝

・
誼

・渠

・浦

・港

・
溜

・
河

川

の
開
.

溶

、
潮

田

・
煽

田

の
慶

止

、
園

田

の
解

放
等

の
主

張

と

し
.て
展

開

す

る
。

.

.
.
.

六
.
.
.
.

・

.

以
上

要
約

せ

う

と
ご

ろ
を

通
襯

し

て
、

こ

れ

を
概

括

す

れ

ば
.

巨、
.

6

.

.」
ド.



'

、

ヒ〆

、

吾

々
は
そ
ヒ
に
重
農
思
想
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
。
そ
し
て
重
農

.

思
想
ど
い
へ
ば
、
さ
ら
に
、
司
馬
光
の
そ
れ
う
.李
結
の
そ
れ
を

を

す
書

に
ゆ
か
ぬ
・
殊
撰

者
は
「
治
里

一壷

善

は
レ

て
、

ζ

務
本
。
二
、
協
力
。
三
、
因
時
.を
主
張
論
議
し
て
ゐ
.

る
。
勝
本
の
本
は
六
事
離
ち
農
業
で
あ
り
噛
因
時
は
務
本
σ
方

法
を
意
味
す
を

解
せ
ら
る
ぺ
《
、
し
か
る
喜

興

そ
れ
は
、

農

業

の
自

然

へ
の
依

存
、

從

て
農
業

に
於

a
る

自
然

の
意

義

の

認
識
を

示

し

(
協

力

信
仰

あ

自

然

に

観
音

か
け

る
夢

働

の
獲
揮

に
於

量

る
方

法

、
.様

式

に
瀾

す

る
も

の
で

あ
り

、
そ

こ

で
、
例

へ

催

ジ

ョ

ン
。
ス

チ

ユ
ア

r

ト
。
ミ

ル
が

そ

の
「
政

治
経

済

墨

原

理
」
.

に

於

て
、

生
産

の
要

件

は

古

有

せ

ら

れ
.た

る
自

然

と
労

働

で
あ

る

と

せ

る
を
想

起
せ

し
め

ら

れ

、

そ
.の
現

代

経

済
學

へ
の
近
似

性

を

看

取

す

る

こ

と

が

で
ぎ

る

。

「
(
一
)

公
田
最
爲
民
害

、
稔
怨
仔
細
十
有
飴
牛
、
自
今
並
総
価
主
、
令

率
其
租
戸
爲
兵
。

.

、

(
二
)

昔
晩
唐
民
、
、務
稼
穡
則
智

其
租
、
故
播
種
少
、
呉
越
民
、
墾
荒

一

田
面
不
加

視
、
故
無
唆
土
、
望
諮
嗣
潅
更
不
曾
賦
、
庶
民
知
渤
、

(.三
)

詔
啓
累
下
》
許
民
復
業
.
鋼
其
租
調

、
寛
以
歳
時

う
然
然
縣
擾

之
∵
毎

【
戸
露
業
、
.則
刺
報
所
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朝
耕
尺
寸
之
田
、
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人
差
僑

.

」定
籍
、
邉
背
責
問
、
.縄
踵
而
來
～
.
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に
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