
水

屑

に

放

け

る

真

作

の

畦

畝

型

式

と

其

の

地

理

肇

的

意

義
日比1,~JrJiiiiiiZI

㌫

水
田
に
放
け
る
表
作
丑
観
は
潜
る
し
い
影
響
を
典

へ

て
ゐ
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
基
は
華

へ
ん
と
す
る
幌
畝

の
形
態
を
考

へ
る
pJ
と
が

で針
る
｡
盛

者
の
寡
聞
を
以

て
し
て
も
m
中
(啓
爾
)助
教

授
の

｢
平
野
の
人
文
地
誌

塾
的
研
究
｣
に
温
田
地
方
の
79
の
ほ
つ
い
て
の
観
察
が

為
る
外
､
閣
亀
正
夫
氏
の

｢
農
業
地
理
撃
｣
中
の
簡
単

を
記
事
や
.
小
林
車
蚤
氏
の
昨
年
の

｢
他
撃
難
詰
｣
は

述
べ
ら
れ
た
も
の
等
む
挙
げ
る
乙
と
が
で
g
uる
｡
無
し

有
の
諸
氏
の
多
-
は
そ
の
用
語
は
飴
-
厳
密
な
定
義
を

典

へ
で
は
説
明
iTu.
れ
て
な
い
の
で
､
を
の
分
布
的
特
徴

や
意
義
を
充
分
に
知

-難
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
｡
築
者

は
尾
張
平
野
の
比
較
的
狭
少
を
地
域
に
数
種
の
畦
畝
夕

水
川
に
於
け
る
米
作
の
畦
畝
朝
式
と
北
ハ
の
地
跳
掛
的
忍
或

部

完

二

イ
ブ
の
あ
る
こ
と
は
つ
い
て
妙
か
ら
ざ
る
摘
心
を
寄
せ

で
み
た
｡
波
尾
平
野
は
放
け
る
土
地
利
用
は
比
較
的
に

よ
-
進
ん
で
居
･J
l次
に
述
べ
よ
う
と
す
る
水
田
の
裏
作

の
如
p
Jも
其
の

山
家
現
で
あ
る
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き

る
｡
甲
で
も

一
宮
市

｡
稽
喋
町
附
近
の
地
域
の
如
-
令

楽
農
業
本
位
で
人
口
密
度
の
制
令
は
大
き
.S
と
こ
ろ
で

は
裏
作
の
仕
方
も
飴
程
進
ん
で
ゐ
る
の
む
み
る
rJ
と
が

で
き
る
｡
開
拓
が
此
鹿
的
早
-
行
は
れ
た
丹
羽
郡
に
は

水
田
が
甚
野
少
-
桑
畑
が
卓
越
し
て
ゐ
る
の
で
水
田
に

放
け
る
韮
作
は
割
合
は
集
約
的
で
な
い
.
乙
の
地
域
以

外
の
濃
尾
平
野
に
は
水
田
が
殆
ん
ど
普
遍
的
に
分
布
し

て
ゐ
る
か
ら
従
っ
て
濃
尾
平
野
に
閥
す
る
阻
み
水
田
濃

は
栽
培
貴
の
う
ち
で
も
重
要
な
文
化
農
観
の
構
成
要
素

竜

丸

瓦
九



地

球

筋

二
十

一
懲

と

な
っ
て
ゐ
る
｡
裁
ほ
い
ふ
水
川
は
放
け
る
裏
作
と
は
､

表

作
で
あ
る
溜
作
に
灘
し

ての
藷
と
し
て
考

へ
る

iJ

と
は
す
る
｡
水
田
の
表
作

とし
て
の
讃
作
東
が
革

山
性

か
1も
っ
て
む
で
景
観
を
蕃
る
し
-
単
純
化
す
る
は
対
し

水
田
の
衷
作
は
小
地
域
に
於

5,
で
芸

へ
鼻
化
に
宮

人
だ

政
を
形
遣
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に

一
種
の
景
観
の

リ
ズ

ム
と
も

5'
ふ
べ
き
も
の
む
考

へ
る
rJ
と
も
無
珊
で
は
な

い
〇

二

を
FJ
で
筆
者
は
具
鰭
的
ほ
先
づ
吐
畝
の
形
態
か
ら
攻

の
四
つ
の
型
式
を
置
別
し
て
み
た
｡

糾

州
袈

作
(袈
作
に
つ
い
て

.I
般
的
に
考
察
す
る
た
め
水
川
以
外
に

柵
袈
作

の

一
項
を
設
け
た
O
)

:I..･}.

拘

畑

田

鶴
作
(
平
基
作
)

何

卒
鵬
蛮
作

的
高
批
雑
作

畑

董

作
は
畑
で
行
は
れ
る

一
切
の
場
合
を
い
以
.
衣

作
'
裏
作
北
ハほ
同

一
耕
作
面
(狭
義
に
考

へ
で
)
が
耕
作

に
充
て
ら
れ
て
ゐ
る
｡
然
し
畑
作
の
場
合
で
は
三
毛
作

以
上
が
行
は
れ
る
こ
と
が
多

い
0
畑
田
山葉
作
と

い
ふ
の

鈴

五

舵

天

O

六
〇

は
筒
免
氏
が
平
作
と
ru
れ
て
ゐ
る
も
の
は
相
督
す
る
も

の
で
あ
っ
て
､
比
較
的
乾
燥
度
の
高

い
田
(
水
田
)
路
行

は
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
の
表
作
に
於
で
は
そ
の

凹
の
全
面
の
土
塊
が
水
軍
に
掻
き
を
ら
さ
れ
て
そ
の
裳

面
上
が
耕
作
両
と
在
る
の
は

(
pJ
の
乙
と
は
以
下
卒
畦

裏
作
高
畦
裏
作
の
場
合
も
粂
-
同
様
で
あ
る
)
そ
の
裏

作
に
於
で
は
耕
地
の
中
に
帽
の
狭

S
濃
集
を
数
保
設
け

て
そ
の
溝
の
勘
所
に
あ
っ
た
僅
か
の
士
を
耕
地
の
上
は

盛
か
士
し
て
地
な
ら
し
す
る
乙
と
は
よ
っ
て
原
田
は
近

似
の
位
置
は
耕
作
面
を
得
る
の
で
あ
る
｡
rJ
の
赫
怒
は

借
牛
(
稀
に
馬
)
の
カ
で
行
ふ
の
で
あ
る
｡
第
三
の
早
岐

薬
作
は
基
作
は
於
け
る
新
作
田
が
m
g
耕
土
の
深
卦
攻

で
鋤

き
起

n
れ
る
乙
と
は
よ
っ
て
生
じ
た
唾
畝
相
互
の

幅
員
が
.
同
時
に
其
所
に
作
ら
れ
た
各

々
の
唾
畝
の
面

即
ち
耕
作
は
直
接
利
用
n
れ
う
る
両
の
幅
と
同
尺
で
あ

る
と

き
を
以
て
卒
畦
某
作
と
覆
し
､
後
者
が
前
者
よ
少

大
在
る
と

き
む
以
て
畑
里
農
作
と
し
て
区
別
す
る
fJ
と

は
し
た
｡
澱
後
の
高
峰
裏
作
は
高
-
哩
畝
を
設
け
て
そ

の
表
面
に
遜
作
を
夜
す
も
の
で
､
従
っ
て
嘩
問
の
帽
は



哩
幅
に
此
し
て
大
に
な
る
0

後
の
二
つ
は
共
は
備
中
鍬

が
用
以
ら
れ
る
｡
近
江
盆
地
の
楽
部
で
は
同
様
の
仕
事

が
鋤
で
行
は
れ
る
と

5,
つ
ね
や
う
に
そ
れ
-
川1

地
方
的

に
自
由
夜
も
の
を
用
S
で
ゐ
る
｡
奴
で
此
所
に
畑
田
裏

作
と
し
た
の
は
こ
の
裏
作
法
に
封
す
る
土
語
で
あ
わ
'

そ
れ
の
行
は
れ
る

-1
宮
市
北
鼎
に
は
地
番
名
と
し
て
さ

へ
呼
ば
れ
て
ゐ
る
と
き

い
た
｡
謂
は
ヾ
棚
田
は
畑
に
近

似
の
附
で
あ
っ
て
畑
と
田
と
の
中
間
型
と

レ､
ふ
こ
と
が

で

き
る
｡
次
に
卒
畦
菱
作
と
高
畦
表
作
と
の
相
違
は
形

成
さ
れ
た
畦
が

一
般
に
鋤
起
さ
れ
る
か
'
或
は
そ
の
上

は
更
は
土
塊
む
盛
っ
て
二
段
は
築
か
れ
る
か
む
見
れ
ば

明
瞭
に
そ
れ
と
置
別
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
小
林
車
重

氏
は
信
州
穂
高
の
山
葵
栽
培
が

田平
而
作
ら
㈱
唾
立
作

み㈱
換
作
-
又
は
堀
割
作
の
形

態を
み
る
と
さ
れ
て
ゐ

る

が頬
似
の
観
鮎
は
於

での
観
察
で
あ
ら
う
と
恩
は
れ

る
〇

三

以
上
極
め
て
概
略
で
は
あ
つ
た
が
裏
作
畦
畝
の
旦
憶

的
な
型
式
は
つ
い
て
設
題
し
た
が
､
攻
に
は
こ
れ
ら
の

水
M
に
於
け
る
･封
作

の
帖
畝
地
式
と
此
ハ
の
地
段
数
他
意
我

個
々
の
型
式
が
如
何
に
土
地
利
用
と
組
州係
を
も
っ
て
ゐ

る
か
に
つ
い
て
の
意
義
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

救
上
の
裏
作
型
式
を
制
約
す
る

一
般
的
な
自
然
的
使

件
の

一
つ
は
耕
作
地
面
の
低
温
か
高
燥
か
の
程
度
の
如

何
､
換
言
す
れ
ば
土
地
温
度
の
大
小
で
あ
る
｡
(
地
形
的

ヽ
ヽ

催
件
)
そ
れ
は
多
言
を
婁
す
る
ま
で
も
夜
-
'
よ
-
高

燥
夜
碍
畑
里
戯
作

･
卒
畦
基
作

二
億
唖
適
作
の
順
に
そ

れ
ぞ
れ
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
｡
故
は
逆
に
こ
れ
ら

耕
作
型
の
分
布
状
態
は
或
る
種
皮
迄
そ
の
地
域
に
於
け

る
土
地
轟
皮
の
大
勢
を
表
現
す
る
も
の
と
考

へ
て
も
差

支

へ
な

い
.
箪

石

臼
蝕
的
夜
候
件
と
し
て
は
裏
作
時

期
に
寡
両
を
地
方
帯
､
畑
里
戯
作

7
卒
畦
寡
作

･
高
畦

萎
作
の
順
序
に
於
で
夫
々
の
形
態
を
み
る
こ
と
が
で
き

る

(気
候
的
修
件
)

0

第

.i
の
修
件
に
つ
い
三

7
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ

る
｡
畑
里
濫
作
か
ら
漸
次
高
畦
菱
作

へ
と
表
作
と
裏
作

ヽ
.ヽ

と
の
爾
耕
作
両
が
垂
匿
的
ほ
よ
-
大
き
-
相
離
れ
て
-

る
の
は
塞
作
物
を
浸
水
か
ら
防
ぐ
fJ
と
並
に
土
塊
を
充

分
に
垂
範
中
に
曝
す
こ
と
は
よ
っ
て
肥
沃
鹿
を
均
す
乙

記

7.

六
.i



地

球

節
二
十

一
怨

と
が
で

qJる
か
ら
で
あ
る
｡
後
の
場
合
で
は
妻
作
時
期

に
唖
を
起
し
て
そ
rJ
の
地
形
や
晃
候
の
事
情
む
考

へ
て

そ
れ
は
通
は
し

い
型
式
の
董
作
を
す
る
fJ
と
か
ら

(多

-
は
耗
瀞
的
に
時
に
は
無
意
識
的
は
)
裏
作
物
の
利
益

の
み
な
ら
ず
表
作
時
期
に
は
土
粒
間
は
間
隙
が
よ
-
梶

存
rb
れ
て
ゐ
て
地
味
が
向
上
し
て
ゐ
る
た
め
に
こ
の
方

河
で
も
利
益
に
怒
る

(
肥
料
が
少
-
て
す
む
)
の
で
あ

る
｡
従
つ
壬
典
作
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
で
あ
-

基
作
を
す
れ
ば
必
ず
そ
れ
だ
け
の
収
入
が
あ
る
に
も
拘

ら
ず
､
鼻
カ
の
不
足
や
粒
碑
的
夜
小
溝
足
の
た
め
に
或

は
其
他
の
事
情
等
か
ら
基
作
物
を
栽
培
し
安
い
地
方
は

決
し
て
少
-
な

い
｡
rJ
の
場
令
で
は
唾
畝
を
つ
-
る
時

期
が
遅
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
前
の
場
合
で
は
婿
の

刈
取
後
直
ち
に
叉
は
漸
次
畦
畝
が
作
ら
れ
る
が
､
後
の

場
合
に
在
る
と
多
-
は
冬
期
中
は
そ
の
儀
捨
て
ゝ
置

い

て
四
月
か
ら
五
月
に
至
る
頃
に
在
っ
て
は
じ
め
て
作
ら

れ
る
や
う
に
な
る
｡
奴
…
し
斯
か
る
地
方
に
於
で
さ
へ
必

ず
如
適
の
如
き
何
れ
か

の
L型
式
に
於
で
畦
畝
の
み
を
築

成
す
る
の
で

あ
-
､
そ
れ
は
基
作
を

しな
い
に
も
拘
ら

鮮

北

淡

三竺

六
こ

す
さ
う
か
と

い
っ
て
決
し
て
表
作
で
あ
る
米
作
の
準
備

を
怠
る
rJ
と
が
で
き
附
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
事
賓
は
極

め
て
普
遍
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
ゎ
米
作
を
重
要
視

す
る
内
地
に
於

では
異
に
常
然
の
現
象
と
い
ふ
べ

き
で

あ
る
〇

四

次
に
基
し
て
こ
れ
ら
の
蔑
作
の
畦
畝
の
型
式
が
着
の

珊
論
に
従
っ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
を
知
ら
う
と
し
で

1
官

市
附
鑑
の
北

西部
尾
張
平
野
に
於
て
貸
地
踏
査
な
行
つ

LJ｡

調
査
並
に
作
間
は
次
の
や
う
は
し
た
O
二
常
五
千

分

一
陸

側
圃
｢
一
宮
｣
の
大
部
分
と
｢
清
洲
｣

の
北
部
は
帝

皆
す
る
地
域
を
宮
水
平
方
の

.
方
眼
で
魔
ひ

､

各

一
方
眼

中
で
最
も
多

い
型
の
連
作
を
野
外
で
決
定
し
て
分
布
図

を
作
っ
た
(
節

一
間
)
0

次
に
畑
里
遜
作
に

ot
卒
畦
適
作
は
1
'
卒
畦
寡
作

と
高
畦
適
作
と
が
略
々
同
量
に
春
す
る
場
合
は
1
･
5
計
∴

及
び
高
峰
裏
作
に
2
の
数
を
輿

へ
て
統
計
を
と
っ
て
み

た
｡
さ
て
畑
田
裏
作
を
O
に
し
た
の
は
敏
速
の
如
-
畑

にー
表
作
に
於
で
は
原
両
に
近
似
の
面
に
裏
作
が
行
は
オ
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水llIに於 ける試作の枇畝型式の分布

る
と
rJ
ろ
か
ら
､
次
の
平
畦
遮
作
や
高
畦
基
作
の
や
う

に

一
段
(
1
)又
は
二
段
(
2
)
の
目
立
っ
た
土
塊
の
積
上

げ
む
し
老
い
で
謂
は
iJ無
段
(
o
)
の
新
作
法
で
あ
る
か

水
川
に
於
け
る
雑
作

の
帖
畝
型
式
と
北
ハ
の
地
排
撃
的
意
義

ら
で
あ
る
｡
第

1
岡
に
於
で
を
の
周
縁
部
を
除

い
て
分

布
を
み
な
い
間
隙
は
就
薬
園
と
栄
落
と
が
大
部
分
を
占

め
之
に
つ
い
で
桑
畑
･道
路
･水
路

｡
森
林
等
の
地
域
に

･J..八
二

･::.∴



地

球

節

ニ
ー
一
港

L

柵
督
す
る
｡
右
の
0
.1
｡2
の
数
値
は
畦
畝
の
築

き
方

の
段
数
を
示

す
分
布
図
h
t作
る
た
め
に
J
J
つ
ね
も
の
で

統
計
を
と
る
た
め
に
決
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
の
分
布
間
は
印
刷
の
都
合
上
掲
載
中
止
に
な
っ
た
の

で
或
は
讃
者
に
は
不
可
解
に
瓜
は
れ
る
か
も
知
れ
覆

い

が
試
み
に
既
製
の
同
間
を
其
機
利
用
し
て
第
二
間
を
碍

ね
万
能
が
戯
良
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ほ
し
で
も
そ
れ

以
外
の
名
案
も
差
督
っ
て
な

い
の
で
>iJ
の
ま
IP
ほ
し
.て

あ
い
た
｡
つ
ゞ
い
三
選
作
の
唾
畝
の
形
態
が
最

も
多
Y

土
地
温
度
に
制
約
さ
れ
で
ゐ
る
と

い
ふ
考

へ
か
ら
､
逆
･

注
農
作
の
形
態
か
ら
土
地
温
度
の
分
布
間
を
作
ら
う
と

し
ね
の
で
あ
る
｡
勿
論
rJ
の
分
布
閲
は
水
田
温
度
虜
億

の
表
現
で
は
決
し
て
な

い
に
し
て
も
rJ
れ
で
大
鰹
の
傾
ー

向
堅
不
す
も
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
｡
pJ
乙
で
と
っ
た
方

法
は
O
｡
1

.
2
等
の
符
舞
を
以
で
撒

い
た
分
布
岡
上

(
固
省
略
)
で
五
官
米
平
方
宛
に
つ
い
て
計
測
し
た
の
で

あ
る
｡
即
ち
五
官
米
平
方
甲
.U>
入
り
凍
る
二
十
五
個
(
敢

多
数
)
の
.0
-
2
等
の
数
を
加
算
し

て得
た
数
倍
が
加

算
の
回
数
に
封
す
る
比
を
出
し
た
｡

乙の
計
算
法
に
よ

節
先
鞭

7.1(
凹

六

四

る
と

O
｡
五
-
無
限
大
の
値
が
出
る
鐸
で
あ
る
が
こ
の

場
合

で
は
〇
･五
-
三
･〇
を
碍
た
0
乙
の
数
倍
は
水
田

の
乾
燥
度
を
暗
示
す
る
指
数
と
考

へ
う
る
の
で
あ
る
｡

第
二
間
は
於
で
は
節

1
園
に
主
観
的
に
現
地
で
の
調

査
を
加
味
し
て
描

い
た
乾
燥
度
の
急
担
税
と
顛
似
の
分

布
形
状
を
み
る
cJ
と
が
で
き
る
｡
乙
の
中
島
郡
下
の
地

域
に
於
一TJ
は
畑
作
が
多

い
rJ
と
と
.
水
田
の
裏
作
の
畦

畝
の
形
態
的
分
布
上
の
特
色
と
は
典
に
乙
の
同

1
地
域

に
み
ら
れ
渇
の
で
あ
る
｡
即
ち
rJ
の
地
域
は
第

山
岡
に

み
る
ヤ
シ
陀
畑
里
戯
作
と
平
畦
裏
作
と
が
可
成
夕
多
-

分
布
L
で
居
り
中
島
郡
以
外
の
地
域
で
は
南
方
を
除

い

て
殆
ん
ど
高
峰
裏
作
が
占
め

てゐ
る
｡
筋
二
間
で
は
着

の
両
地
域
は
〇
･1･{
丑
の
曲
線
が
境
界
と
在
っ
て
ゐ
る
｡

五

炎
は
土
地
利
用
の
人
間
の
努
力
方
面
に
親
鮎
を
散
-

な
ら
ば
高
畦
婁
作
は
卒
畦
董
作

へ
と
又
卒
畦
適
作
は
畑

田
裏
作

へ
と
耕
作
法
を
改
め
る
rJ
と
は
よ
っ
て
､
寡
作

ヽ
ヽ

か
ら
の
よ
-
大
在
る
収
益
を
欲
す
る
結
果
と

して
其
所

に
直
接
萎
作
面
の
耕
地
全
階
に
封
す
る
百
分
比
の
埼
大



-,k m に 於 け る 髄 焼 舵 分 布

語

に
雷

る
淡
作
の
鵬
欣
制
式
怠

ハ
の
豊

壌
豊

我



地

球

節
二
十

-i
各

を
望
む
乙
J
J
が
で

き
る
｡
即
ち
高
畦
董
作
に
放
て
精
々

三
%
の
利
用
度
は

畑
的
作
は
於
て
は
少
-
と
も
五
〇
%

多
-
て
九
〇
%
或
は
そ
れ
以
上
ま
で
も
連
せ
し
め
る
rJ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
乙
の
革
質
即
ち
地
下
水
と

の
闘
係
は
放
け
旦
避
作
型
を
基
調
と
す
る
土
地
利
用
皮

の
改
良
は
産
画
地
班
上
興
味
あ
る
現
象
と
み
る
rJ
と
が

で
き
る
0

土
地
利
用
の
滞
鹿
を
僻
め
よ
う
と
す
る
に
は
想
像
以

上
に
複
新
夜
且
つ
囲
難
を
問
唱
に
逢
着
す
る
｡
軍
に
此

れ
を
地
域
的
に
み
ね
場
合
に
於
で
も
裳
作
を
す
る
地
域

と
､
し
な
い
地
域
と
を
置
別
す
る
乙
と
も
亦
其
上
は
甚

作
を
す
る
地
域
で
は
加
越
の
利
用
度
は
何
の
位
迄
進
ん

で
ゐ
る
か
.
並
に
そ
の
現
在
の
利
用
度
は
碓
氷
開
拓
の

飴
地
を
も
っ

てゐ
る
か
む
預
想
し
た
上
で
更
に
作
物
の

ヽヽ

種
類
の
上
で
よ
-
耗
姉
的
夜
も
の
を
栽
培
す
る
可
能
性

が
ど
の
轟
度
ま
で
賓
現
n
れ
つ
ゝ
あ
る
か
と

い
ふ
TJ
と

等
を
考

へ
る
乙
と
79
出
凍
る
｡
放
し
土
地
利
用
皮
と

い

ふ
rJ
と
は
右
の
如
-
考

へ
ら
る
べ
き
諸
項
目
別
に
は
薯

地
に
督
つ
で
槍
べ
う
る
と
し
で
も
そ
れ
ら
を
適
宜
綜
合

妨
五
紙

天

六

六
六

し
た
利
用
皮
と

い
ふ
79
の
を
決
定
す
る
乙
と
は
l
層
困

難
の
や
う
に
m
心
は
れ
る
｡
併
し
土
地
利
用
の
方
法
は
並

列
的
に
行
は
れ
る
と

い
ふ
乙
と
だ
け
は
確
か
に
い
以
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
地
方
的
な
核
心
都
市
を
中

ヽ
ヽ

心
と
し
て
各
方
面
は
於
で
よ
み
多
-
改
良
進
歩
し
た
耕

作
地
を
み
る
乙
と
は
普
通
で
あ
る
O
裏
作
の
型
式
に
於

て79
明
ら
か
に
此
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
例

へ

ば

一
富
市
の
北
方
及
び
聞
方
で
は
耕
地
生
理
を
施
行
し

て
排
水
を
よ
-
L
I
南
畝
式
の
甚
作
が
行
は
れ
で
ゐ
た

地
方
に
畑
里
避
作
を
輿
靭
し
某
麓
の
樹
状
h
t期
し
て
ゐ

る
O
斯
か
る
地
方
で
は
高
畝
作
の
問
に

一
足
跳
び
ほ
畑

田
式
裏
作
が
試
み
ら
れ
て
あ
る
の
を
み
る
rJ
と
が
で
き

る
〇

六

次
壁
遺
作
型
の
分
布
上
兼
多
の
制
約
を
典

へ
て
ゐ
る

も
の
に
つ
い
て
そ
の
概
略
草
記
述
す
る
｡
但
し
霜
は
遇

.I(
る
渚
頃
日
は
濃
尾
平
野
に
於
で
の
観
察
で
あ
る
か
ら

最
少
限
度
の
保
件
で
あ
ら
う
し
又
他
の
地
方
で
は
左
弾

求
..*
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
｡



1
･

畑
の
多

い
地
方
で
は
縦
令
告

J
が
元
埜
向
燥
覆
水

mで
あ
っ
tiJ
旦
向
畝
作
を
撒
見
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
rJ

れ
は
中
島
郡
下
の
所
々
に
常
耽
る
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち

,J
j
で
は
畑
が
多
い
と
い
ふ
乙
と
ー
従
っ
て
水
田
の
裏
作

に
ょ
る
基
作
物
は
焼

い
面
積
を
占
め
る
畑
地
に
於
て
宿

S
得
る
閲
係
か
ら
水
m
の
基
作
に
カ
癌
を
入
れ
ず
も
つ

と
有
利
な
畑
が
そ
の
日
的
-LJ達
し
で
-
頼
る
か
ら
水
刑

は
成
る
べ
-
畝
高
か
に
耕
し
て
既
述
の
如
-
土
塊
を
肥

沃
化
す
る
こ
と
が

一
層
各
班
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

2･

人
口
の
分
布
状
態

人
口
密
度
の
大
な
る
地
方
殊

に
消
費
都
市
の
附
近
で
は
畑
が
低

い
乍
ら
も
作
ら
れ
る

,J
と
も
あ
る
し
､
Zt
の
韮
作
で
い
へ
ば
人
口
が
稀
薄
で

あ
っ
た
普
時
に
は
高
畝
柔
作
が
行
は
れ
た
に
も
拘
ら
ず

人
口
密
度
が
漸
次
浪
厚
と
な
る
に
つ
れ
t,J
牢
畝
基
作
や

畑
里
盈
作
が
多
少
飯
川
で
は
あ
る
と
瓜
は
れ
る
地
方
に

rJ
へ
畿
僚
さ
れ
て
-
る
や
う
に
な
る
｡
こ
の
TJ
と
は

一

I.･;.:･;･
.い
北
〃
に
隼

.

.
イ
J新
吉
L,
･
;:[=･｡J.筒

,'ト

∵
I
‥･.･

る
の
で
あ
る
｡

3
.

排
水
の
難
易
が
裳
作
型
に
放
す
形
尊
は
大
で
あ
る

水
ー1-
に
於
け
る
出
仲

の
帖
故
地
式
と
非
の
他
州
撰
盟

胤
我

こ
れ
は
土
地
の
温
度
の
こ
と
で
も
あ
る
が
此
所
で
は
極

く
地
方
的
な
見
方
を
と
る
こ
と
に
す
る
｡
等
高
線
の
牲

質
や
そ
の
分
布
等
か
ら
考

へ
で
低
温
の
や
う
に
恩
は
れ

る
地
方
で
あ
っ
て
も
､
そ
こ
を
通
過
す
る
自
然
流
が
排

水
路
と
し
て
の
動
態
奏
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
畑
里
農
作

や
卒
畦
作
が
薯
せ
れ
る
fJ
と
が
あ
る
｡
乙
の
rJ
と
は
中

島
郡
西
部
殊
に
荻
原
町
以
南
の
日
光
川
岬
に
帯
状
に
分

布
し
て
み
る
こ
と
か
ら
よ
-
わ
か
る
｡
而
し
て
こ
れ
と

は
弘
に
地
形
的
に
比
較
的
高
所
に
春
在
し
乍
ら
中
島
郡

下
の
各
所
に
高
畝
碁
作
を
み
る
,J
と
は
畑
地
に
挟
ま
れ

て排
水
国
難
夜
部
分
で
あ
る
か
ら
で
7g
あ
る
｡

4
.
排
水
が

一
定
の
政
策
例

へ
ば
耕
地
整
排
や
為
政
者

の
特
別
な
干
拓
事
業
の
如
き
7P
の
に
ょ
つ
壬
凝
作
景
観

に乗
婁
在
影
響
む
典

へ
て
ゐ
る
rJ
と
は
特
に
尾
張
平
野

で
は
蓑
潰
平
野
よ
-
も
多
-
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡
中

i
?
郡
大
利
村
の
古
老
の
言
に
ょ
る
と
新
地
整
班
前
に
は

今
み
る
や
う
な
華
畝
作
や
畑
M
作
が
な
-

｢睦
む
淀
す

る
程
の
沢
目
が
耕
地
盤
紺
の
後
普
通
の

mと
な
っ
た
L

と
い
JL,l
或
は

｢
捉
杢
南
畝
嚢
作
を
行
っ

てわ
た
が
平
作

宍
?

六
七



他

端

節
H
T
't..港

が
で
き
る
や
う
に
な
っ
た
｣
と
も
い
ふ
｡
叉
｢耕
地
整

理

後
畑

里
亜
作
を
役
場
か
ら
湖
め
ら
れ
る
が
自
分
の
rJ

の

朴
に
は
ど
う
し
て
も
州
日
に
は
な
し
串
な
い
か
ら
不
作

で
溝
足
し
て
ゐ
る
｣
等
と
い
ふ
｡
起
町
方
両
の
士
民
は

折
角
新
地
計
盤
排
し

て
7P
畑
m
作
吋
傭
地
域
と
在
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
託
っ
て
ゐ
る
｡
右
に
よ
っ
て
農
村
の
施

政
方
針
が
わ
か
る
し
そ
の
方
針
通
-
に
金
村
が
鍵
し
難

い
と
こ
ろ
は
倣
射
地
形
の
新
地
と
の
踊
係
が
あ
る
.
節

"
閲
の
分
布
固
中
を
の
中
央
部
の
所
々
に
高
畝
碁
作
が

介
在
す
る
の
は
そ
れ
で
あ
ら
起
町
附
近
に
南
畝
裏
作
が

登
場
し
て
ゐ
る
の
は
乙
の
附
鑑
が
徹
地
形
的
観
鮎
に
於

で
よ
わ
低
温
地
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

5.
栽
培
植
物
の
掩
敗

栽
培
作
物
の
種
板
が
興
る
た

め
に
そ
の
連
作
の
方
法
は
相
異
を
凍
し
従
っ
て
地
表
面

の
利
用
の
率
が
そ
れ

-
･-､婁
化
し
て
-
る
乙
と
は

.1
舷

は
み
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る｡
作
物
の
種
板
に
よ
っ
て
夫

々
適
皆
を
耕
作
方
法
を
と
る
rJ
と
は
作
物
の
晶
質
を
よ

-
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
乙
と
は
い
ふ
ま
で
も
夜
い

作
物
の
種
櫓
が
蕃
作
方
法
に
放
す
影
響
の
考
察
に
於
で

妨
五
紙

宍

(

六
八

二
つ
の
方
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
即
ち

一
は
栽
培

鵜
物
そ
の
も
の
の
個
性
が
作
物

の
電
動
の
選
る
に
従
つ

壬
北
作
の
畦
畝
形
態
は
及
L
y
ゐ
る
影
響
で
､
他
は
作

物
の
栽
培
時
期
が
異
る
ほ
捉
つ
王
凝
作
嵯
畝
と
閲
係
す

る
こ
と
で
あ
る
｡
前
者
の
植
物
的
個
性
に
つ
い
て
は
例

へ
ば
馬
鈴
紫
や
甘
藍
は
操
-
し
て
軽
い
土
盛
の
土
地
は

通
す
か
ら
左
程
低
温
と
恩
は
れ
夜

い
土
地
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
高
畝
の
上
に
栽
培
r
uれ
る
の
で
あ
る
｡
右
は
射

し
て
油
某
の
如
き
は
此
陵
的
低
協
な
と
こ
ろ
で
も
案
外

容
易
に
栽
培
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
触
し
油
菜
で
は
寧

ヽ
ヽ

ろ
高
燥
夜
土
地
は
於
Y
よ
カ
多
-
の
収
穫
を
期
待
す
る

fJ.と
が
で
き
る
乙
と
は
帝
は
れ
覆
い
.
次
に
栽
培
時
期

は
つ
い
て
の
地
排
撃
的
な
考
察
は
田
中
啓
爾
氏
は
よ
っ

て
そ
の
人
文
地
誌
撃
的
研
究
中
は
亜
按
を
意
見
が
あ
る

か
ら
鑑
に
記
述
を
差
接

へ
る
｡

6
.

経
絡
的
夜
事
情
と
の
的
係

質
よ
少
も
轟
ろ
畳
を

蓑
ぶ
場
合
.
例

へ
ば
油
菜
栽
培
の
如
き
場
各
で
は
質
を

縦
令
犠
牲
に
し
て
も
牧
畳
を
増
加
さ
せ
る
こ

と
が
相
集

と
夜
～,h
う
る
と
す
れ
ば
或
程
度
の
自
然
候
件

h
tも
無
視



す
る
rJ
と
も
起
る
の
で
あ
る
｡
大
磯
は
放
て
岡
瞳
市
以

南
の
三
河
平
野
で
は
低
磁
夜
水
EE
に
畑
m
式
基
作
が
殆

ん
ど
全
部
の
二
毛
作
地
に
探
ら
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
結
基

と
し
て
必
飴
的
に
新
作
面
の
多
海
か
ら
作
物
(油
菜
)
の

生
育
状
態
が
尾
張
中
部
と
比
較
す
る
と
潜
る
し
-
劣
っ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

7
.

他
の
産
業
と
の
関
係

-i
p
菱
麓
業

菱
驚
業
の
敏
速
す
る
地
方
(
丹
羽
郡
)

で
は
畑
地
は
桑
園
に
ょ
っ
て
置
換
rT,れ
る
こ
と
が
多
-

そ
れ
だ
け
畑
地
の
韮
作
が
制
限
ruれ
る
rJ
と
は
も
な
る

乙
の
場
合

桑
の
間
作
と
し
て
自
家
用
読
茶
瓶
を
栽
培
す

る
新
庄
で

あ
る
｡
而
し
て
永
別
は
米
作
以
外
に
努
力
す

る
暇
が
少
-
日
の
裏
作
期
が
菱
誌
期
と
韮
複
す
る
乙
と

は
政
も
大

dJ襟
懐
件
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
田
中
称
爾
氏
が

述
べ
ら
れ

て
ゐ
る
や
う
に
菱
荒
業
勃
興
の
た
め
に
社
報

行
は
れ
で
き
た
韮
作
が
勝
頼
す
る
貸
倒
は
極
鵜
を
も
の

で
あ
る
が

一般
に
蕃
荒
業
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
の
表
作

が
多
か
れ
少
か
れ
制
限
を
う
け
て
ゐ
る
こ
と
は
髄
弘
の

な

い
rJ
と
で
あ
る
｡

水
川
に
於
け
る
米
作

の
帖
地
軸
式
と
非
の
地
排
掛
的
恵
範

二
､
工
業

一
宮
苗
附
近
並
に
北
尾
地
方
や
尾
西
地

方
ほ
は
繊
維
工
業
が
勃
興
し
て
ゐ
る
が
そ
れ
は
兼
北
尾

張
平
野
〔
丹
羽
郡
)
の
菱
麓
業
と
並
ん
で
濃
尾
平
野
は
於

け
る
産
業
嘉
の
主
要
を
も
の
で
あ
る
.
こ
の
事
賓
に
封

し
て
は
決
し
て
素
朴
を
考
察
は
許
さ
れ
覆
い
で
あ
ら
う

が
斯
業
敬
連
の

一
つ
の
地
班
的
動
機
と
し
て
は
丹
羽
郡

の
地
域
の
如
-
砂
質
壌
土
の
高
燥
な
耕
地
は
恵
ま
れ

て

ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
桑
の
成
育
が
低

い
沖
積
平
野
で
露

寮

の
少

い
こ
と
と
典
に
拳
欝
業
に
好
都
各
で
あ
少
､
同
様

の
観
鮎
に
放
て
尾
北
か
ら
尾
閣
地
方
に
亘
る
水
田
の
多

い
地
方
で
は
菱
荒
業
に
は
不
利
で
あ
た

貰
う
か
と
い

っ
て
水

m耕
作
の
改
良
地
歩
は
急
激
を
明
治
以
後
の
恥

骨
の
進
展
に
遅
れ
た
と
ら
ぬ
や
う
に
す
る
に
は
飴
少
に

揮
徐
で
あ
る
こ
と
か
ら
工
業
に
よ
っ
て
救
酒
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
O
殊
に
大
垣

二

宮

｡
起

｡
津
島

の
如
き
農
相
中
心
小
都
市
で
は
斯
業
を
起
す
た
め
は
郷

士
人
の
な
し
た
努
力
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
O.
織
部
工

業
の
如

き
は
最
初
(
大
正
時
代
)農
家
の
副
業
と
し
て
の

貨
織
式

で
あ
っ
た
が
漸
次
規
模
が
大
き
-
な
か
同
時
は

天
外

六

九



地

球

妨

二

十

山
篠

従
業
者
も
埼
卸
し
地
方
民
の
み
な
ら
ず
北
陸
や
中
央
日

本
高
地
方
面
か
ら
も
碁
働
者
の
供
給
を
.仰
ぐ
や
う
に
な

っ
た
｡
期
の
如

dTJ工
業
の
磯
展
に
ょ
つ
て
人
口
の
自
然

増
加
を
調
節
し
た
ば
か
少
で
夜
-
該
地
方
の
趣
桝
的
磯

展
を
賂
凍
し
た
の
で
あ
る
｡
叙
述
の
養
驚
米
蔵
蓬
地
域

と
繊
維
工
業
敏
速
地
域
は
束
か
ら
西

へ
と
漸
次
低
下
す

る
濃
尾
沖
積
平
野
南
に
通
臆
し
た
人
文
兼
で
あ
る
｡
挽

七

尾
酉
地
方
の
如
-
工
業
的
農
相
の
土
地
で
は
米
作
は

封

す
る
裏
作
は
飴
-
行
は
れ
ず
他
の
中
島
郡
下
の
高
燥

を
流
楽
園
の
多

い
地
方
か
ら
供
給
n
れ
る
や
う
に
在
っ

て
-
る
で
あ
ら
う
｡
然
し
そ
の
地
方
が
工
業
化
し
て
く

る
ほ
つ
れ
て
益
々
水
田
の
裏
作
も
畑
の
多
毛
作
化
と
北
ハ

ほ
漸
次
基
約
的
に
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
｡

三
.
其
他
の
産
業
と
の
輔
係

土
地
の
状
況
に
ょ
つ

て
基
作
の
行
は
れ
る
乙
と
の
少

い
地
方
に
は
漁
業
､
舟

乗
業
(
大
河
沿
岸
地
方
)が
あ
る
し
､
竹
細
工

･
盆
栽
植

木
苗
木
栽
培

｡
族
焼

｡
髄
山
菜

(兼
尾
亜
炭
々
枕

へ
の

鼻
力
供
給
)､
交
通
業
(
仲
仕

｡
輝
男

･
違
法
業
等
)等
は

多
か
れ
少
か
些
農
作
の
方
法
や
帯
皮
と
相
互
輔
係
を
取

鮮

五
経

元

口

七

〇

結
ん
で
ゐ
る
｡

七

以
上
は
聾
者
が
約
三
ヶ
年
些
‖
盲

研
究
の
酷
基
を

一

光
づ
纏
め
て
み
ね
7P
の
ほ
す
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
或
は

管
々
し
い
論
述
は
終
っ
た
観
も
あ
る
｡
次
は
乙
の
庄

事

は
封
し
て
御
忠
言
を
賜
っ
た
辻
村
先
&
.並
は
平
素
御
指

導
下
ru
っ
た
椙
山
先
任
に
衷
心
よ
-
戚
謝
す
る
と
共
に

叉
乙
の
貴
重
を
紙
面
を
筆
者
の
わ
め
に
憩
典
rb
れ
ね
地

球
撃
間
の
方
々
に
封
し
て
も
厚
-
謝
意
を
述
べ
な
け
才

は
在
ら
な

い
｡

今
回
の
乙
の
小
研
究
は
別
し
て
革
新
ら
し
い
rJ
と
で

79
夜
-
'
さ
う
か
と

い
つ
で
完
備
し
た
粘
英
を
程
る
乙

と
も
容
易
で
は
孜
か
つ
ね
｡
此
の
鮎
特
に
御
援
助
を
伸

し､
発.
諮
光
熱
は

申鍔
も
夜
-
大
方
の
御
叱
正
を
待
つ
乙

と
も
亦
従
っ
て
急
在
る
も
の
が
あ
る
｡

二
九
三
四
'
二
㌧
三
)


