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〔
要
約
】
　
本
誌
四
九
巻
一
号
（
一
九
六
六
年
一
月
）
所
載
の
拙
論
の
補
説
で
あ
る
と
と
も
に
、
韓
国
の
聞
成
基
・
閲
斗
基
二
氏
の
縷
田
法
に
つ
い
て
の
説

を
紹
介
し
た
。
『
呂
氏
春
謝
し
の
四
篇
に
は
上
田
・
下
田
に
共
通
し
た
農
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
従
来
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
下

田
農
法
中
心
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
薮
鴬
に
よ
っ
て
代
田
法
と
比
較
さ
れ
た
縷
田
の
農
法
は
『
吊
氏
春
秋
』
任
地
篇
に
見
え
る
上
田
農
法
で
あ
る

こ
と
な
ど
を
記
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
一
巻
五
号
　
一
九
六
八
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
親
の
使
用
に
よ
っ
て
六
尺
の
広
幅
の
畝
（
醜
）
を
つ
く
り
、
畝

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
袈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
を
八
寸
の
酬
（
朧
…
溝
）
と
し
、
　
こ
の
広
幅
の
畝
上
に
三
種
（
あ
っ

　
わ
が
国
に
お
け
る
『
呂
氏
春
秋
』
の
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業

技
術
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
一
九
五
六
年
、
西
嶋
定
生
氏
の
「
代
田

法
の
新
解
釈
」
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
代
田
法
と
の
関
連
に
お
い
て

　
　
　
　
①

開
始
さ
れ
た
。
そ
の
結
論
を
要
約
す
る
と
、

　
ω
戦
国
時
代
の
農
地
に
は
上
田
（
高
田
）
と
下
田
（
低
田
）
の
別

が
あ
る
が
、
論
題
春
秋
の
農
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
下
田
の
農
法
を
詳
述

し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
き
）
を
お
こ
な
う
。
　
つ
ま
り
広
畝
謬
論
法
（
ひ
ろ
う
ね
ば
ら
ま
き
）

で
あ
る
。
そ
し
て
発
芽
後
、
除
草
・
整
苗
等
の
栽
培
管
理
を
お
こ
な

っ
て
、
作
物
の
株
間
を
た
て
よ
こ
と
も
に
六
寸
閥
隔
に
と
と
の
え
、

通
風
を
は
か
る
。

　
③
こ
の
よ
う
な
農
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
田
こ
そ
、
班
固
が

「
縷
田
」
と
よ
び
、
顔
師
古
が
「
縷
団
謂
不
為
闘
再
再
」
（
亀
田
と
は

み
ぞ剛

を
つ
く
ら
ざ
る
も
の
を
い
う
な
り
）
と
註
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
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い
。　

ω
こ
の
よ
う
な
農
法
は
、
集
約
度
の
高
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
牛

耕
以
前
の
来
紹
使
用
の
農
法
で
、
代
田
法
の
「
一
部
三
剛
、
恩
恵

処
」
と
い
う
農
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。
代
田
法
は
趙
過
の
創
意
に
よ

っ
て
面
面
を
前
提
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
私
は
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
も
っ
た
。
も
し
『
呂
幾

春
秋
』
の
農
法
が
以
上
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
れ
が
前
漢
亡
帝
時
代

に
一
般
に
実
施
さ
れ
て
い
た
農
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と

代
田
法
と
の
間
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
断
絶
が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
任
地
篇
に
は
「
上
闘
棄
畝
、
下
田
棄
㎜
」
と
い
う
対

句
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
上
田
（
高
早
田
）
と
下
田
　
（
低
湿

田
）
の
工
つ
の
農
法
が
対
等
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
下
田
の

農
法
だ
け
を
重
視
し
て
論
じ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

こ
で
『
呂
残
春
秋
』
上
農
等
四
篇
を
注
意
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
任

地
篇
は
夏
緯
瑛
氏
の
『
曲
馬
春
秋
上
農
等
四
篇
校
釈
』
二
九
五
六
年
）

に
い
う
よ
う
に
『
愛
市
』
と
い
う
名
の
古
農
書
の
抜
葦
か
ど
う
か
は

た
し
か
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
し
か
に
他
の
上
農
・
弁

土
・
審
時
の
三
篇
と
は
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
聞
題

を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
私
は
「
沁
沁
春
秋
等
四
篇
に
見
え
る
農

業
技
術
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
駈
四
九
巻
一
号
、
一
九
六
六
年
一
月
）
と
い
う
小

論
を
霞
き
、
任
地
篇
は
他
の
三
篇
と
成
立
を
異
に
す
る
一
篇
で
あ
り
、

そ
の
中
に
見
え
る
上
田
農
法
こ
そ
代
田
法
の
先
駆
形
態
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
私
の
小
論
の
発
表
と
前
後
し
て
、
西
嶋
氏
は
、
夏

緯
瑛
幾
の
著
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、
伊
藤
徳
男
・
米
田
賢
次
郎
二
疑

の
脇
息
に
箋
て
前
説
を
改
訂
増
補
し
・
大
著
『
中
国
経
済
史
研

究
』
（
一
九
六
五
年
ヨ
月
）
に
収
録
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
氏
は
畝
制

に
つ
い
て
「
六
尺
幅
の
畝
と
隣
り
の
畝
と
の
間
に
八
寸
幅
の
剛
を
作

る
か
ら
父
上
の
幅
は
五
尺
二
寸
と
な
る
」
と
改
め
て
い
る
ほ
か
に
は
、

『
呂
属
春
秋
』
上
農
等
四
篇
の
性
格
と
そ
の
農
法
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
大
き
な
改
訂
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
ソ
ウ
ル
の
崇
実
大
学
史
学
科
助
教
授
の
闘
垂
直
氏
か
ら

私
信
（
一
九
六
六
、
一
〇
、
一
三
付
）
と
と
も
に
同
氏
の
書
評
抜
劉
「
近
年

の
漢
代
史
研
究
数
種
」
（
『
中
国
学
報
』
第
四
輯
、
一
九
六
五
年
一
二
月
、
九
九
1

　
　
　
③

一
〇
九
頁
）
を
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に
釜
山
大
学
校
教
授
閾
成
基

氏
の
「
墨
田
法
小
野
」
の
批
評
紹
介
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
書

評
は
韓
国
文
の
た
め
、
大
阪
外
語
大
出
身
の
永
島
暉
臣
慎
民
に
翻
訳

し
て
い
た
だ
い
た
が
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
つ
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ぎ
に
こ
れ
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

み
て
み
た
い
。二

字
の
前
記
小
論
の
再
検
討
を
試

　
関
成
基
民
の
「
縷
田
法
小
致
」
と
い
う
論
文
ば
、
関
斗
基
氏
の
紹

介
に
よ
る
と
、
西
嶋
民
の
前
記
論
文
に
主
と
し
て
刺
戟
さ
れ
、
綬
田

に
関
す
る
西
嶋
属
の
誤
解
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
論

文
は
六
章
か
ら
成
り
、
第
一
章
に
問
題
提
起
を
、
第
二
章
に
綬
田
に

つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
を
述
べ
、
第
三
章
で
「
呂
氏
春
秋
の
農
法
」

と
題
し
て
、
そ
の
農
法
こ
そ
が
畠
田
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
条
播
」

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
第
四
章
は
「
縷
田
法
の
実
態
」
と
し
て

主
に
『
斉
民
詮
術
』
中
の
「
漫
」
字
の
意
義
を
調
べ
、
そ
れ
が
手
播

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
漫
は
縷
に
通
借
さ
れ
る
と

い
う
前
提
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
五
章
に
お
い
て
は
「
第
二
次

農
地
と
蒔
田
法
」
と
題
し
、
木
村
正
雄
氏
の
第
二
次
農
地
が
戦
国
以

来
開
発
さ
れ
た
と
い
う
説
を
根
拠
と
し
て
『
呂
氏
春
秋
』
に
説
く
農

法
（
堅
田
法
）
は
そ
の
第
二
次
農
地
に
適
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
し
た
。
　
『
呂
氏
春
秋
』
は
上
（
高
）
田
と
下
（
低
）
田
に
そ
れ
ぞ

れ
適
用
さ
れ
る
二
種
の
農
法
が
あ
る
こ
と
を
い
う
が
、
主
に
下
田
に

適
用
さ
れ
る
技
衛
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
下
闘
こ
そ
が
即
ち
第
二

次
農
地
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
六
章
は
結
語
で
あ
る
。

　
閲
斗
基
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
論
文
の
主
題
は
第
三
章
の
「
呂
氏
春

秋
の
農
法
」
に
あ
り
、
そ
の
要
旨
は
私
（
大
島
）
の
前
記
小
論
の
主

意
の
一
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
西
嶋
氏
の
「
広
畝
散
播
」
を
否
定
し
、

条
播
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
雨
落
基
氏
に
よ
る
と
、
畝
上
澄
播
か
髪
上
条
播
か
の
分
れ
目

は
『
呂
氏
春
秋
』
弁
掌
篇
の
　
「
既
種
而
無
行
、
耕
富
盛
長
、
舌
筋
直
流

也
」
と
い
う
記
述
に
あ
る
。
こ
の
文
に
つ
い
て
西
嶋
氏
は
既
を
概
と

考
え
、
密
面
す
る
と
こ
ろ
に
耕
而
不
長
（
苗
の
処
理
が
不
適
）
な
ら
ば

良
く
な
い
と
い
う
意
味
に
読
み
、
閲
成
基
茂
は
「
下
種
々
に
行
列
を

な
さ
な
け
れ
ば
」
と
考
え
る
一
方
、
既
を
概
と
見
て
も
「
皇
尊
を
し

て
行
列
が
な
け
れ
ば
」
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
思
う
に

こ
の
二
つ
の
解
釈
は
如
何
な
る
誤
読
か
ら
く
る
も
の
で
も
な
く
、
読

法
の
差
異
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
関
成
基
氏
は
扇
島
篇
、
任
地
篇
か
ら
条
播
の
可
能
性
を
示
す

記
述
を
捜
し
だ
し
自
説
を
強
化
し
て
い
る
。
ま
た
裏
面
に
よ
る
種
の

虚
費
、
労
力
の
虚
費
等
も
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
か
な
り
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
が
省
略
す
る
。
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ま
た
先
斗
基
氏
に
よ
る
と
、
西
田
法
が
『
呂
馬
春
秋
』
に
詳
説
さ

れ
て
い
る
農
法
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
閾
成
基
茂
も
西
嶋
氏

と
同
意
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
逼
塞
質
疑
の
批
判
の
眼
は
、
主

と
し
て
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
閲
斗
基
氏
は
、
班
固
が
代
田
法
と
比
較
し
た
骨
癌
法
が

果
し
て
『
呂
賃
春
秋
』
に
詳
説
し
て
あ
る
下
田
農
法
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
疑
問
を
提
出
し
た
。
か
れ
は
私
あ
て
の
私
信
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
（
前
略
）
私
の
結
論
は
、
七
三
春
秋
に
説
か
れ
た
下
田
農
法
は
縷
田
法

　
で
は
な
い
。
故
に
縷
田
法
が
代
田
法
に
変
っ
た
と
は
云
え
な
い
。
顔
師
古

　
の
注
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
　
私
の
論
拠
は
、
代
田
法
は
耐
早
処
理
の
技
術
が
そ
の
特
色
の
一
つ
で
あ

　
り
、
そ
れ
は
代
田
法
の
施
行
対
象
が
所
謂
「
上
田
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味

　
す
る
。
然
る
に
鼠
氏
春
秋
に
詳
説
さ
れ
た
農
法
は
下
田
を
対
象
と
し
た
農

　
法
で
あ
る
。
班
國
が
代
田
法
と
縷
田
法
と
を
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
対
象

　
地
域
（
土
質
）
を
異
に
す
る
上
田
農
法
と
下
田
提
法
を
比
較
し
た
で
あ
ろ

　
う
か
。
否
、
彼
は
同
じ
二
つ
の
上
田
農
法
を
比
較
し
、
そ
の
生
産
量
を
比

　
嬉
し
た
で
あ
ろ
う
。
故
に
班
間
の
い
う
縷
田
法
は
代
田
法
と
は
対
象
地
は

　
同
じ
で
あ
る
が
方
法
だ
け
異
な
る
上
田
農
法
で
あ
り
、
そ
の
上
田
農
法
こ

　
そ
呂
氏
春
秋
任
地
篇
に
簡
単
に
言
及
さ
れ
た
「
上
田
砂
留
」
の
農
法
即
ち

「
巽
中
播
種
」
の
農
法
で
あ
ろ
う
。
任
地
篇
の
上
田
農
法
と
代
田
法
が
異

な
る
の
は
、
主
に
代
田
方
法
の
「
休
閑
地
を
作
り
歳
易
す
る
」
の
有
無
で

あ
る
。
顔
師
古
は
農
法
に
詳
ら
か
で
な
く
、
単
な
る
訓
電
の
立
場
か
ら
代

田
法
の
特
色
を
「
剛
中
播
種
」
と
認
め
、
　
「
そ
の
反
対
の
農
法
」
と
し
て

「
財
田
謂
不
為
剛
者
也
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し

た
。
貴
殿
の
労
作
に
も
上
田
棄
畝
の
農
法
が
代
田
法
の
先
駆
と
し
て
評
備

さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
、
私
の
意
見
と
同
じ
で
す
が
、
た
だ
そ
の

農
法
に
鰻
田
法
と
い
う
名
を
与
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

　
関
成
基
琉
の
条
播
説
に
対
し
て
は
、
簡
単
に
、
重
代
農
人
の
常
識
と
い

う
立
場
か
ら
見
る
と
、
酬
よ
勺
広
い
畝
上
に
作
条
器
も
な
し
に
「
条
播
」

す
る
こ
と
は
難
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
代
田
法
で
は
狭
い
騨
中
に
播
種

さ
る
の
で
あ
る
か
ら
当
然
条
播
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
い
う
疑
問
を
提

出
し
た
に
止
ま
り
ま
し
た
。
貴
殿
の
条
播
主
張
を
読
み
、
新
し
く
考
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
　
（
下
略
）

三

　
以
上
は
不
十
分
な
が
ら
、
韓
国
に
お
け
る
研
究
を
紹
介
し
た
が
、

つ
ぎ
に
は
、
先
き
の
私
の
小
論
の
再
検
討
を
か
ね
て
、
私
見
を
記
し

て
み
た
い
。

　
ま
ず
闘
成
基
氏
の
「
縷
田
法
小
鉢
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
　
『
呂
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氏
春
秋
』
の
農
業
技
術
を
畝
上
条
播
と
理
解
す
る
点
に
お
い
て
私
も

同
意
見
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
属
土
篇
の

　
既
種
而
無
行
、
耕
而
不
長
、
…
期
限
相
寒
声
。

　
「
愛
憎
し
て
行
な
く
、
耕
し
て
長
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
乱
悪
い
矯
む
な
り
。
」

と
い
う
文
の
理
解
が
ほ
ぼ
同
じ
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
た
め
に
、
ま
ず
西
嶋
氏
の
こ
の
一
文
に
つ

い
て
の
説
を
記
し
て
お
く
。

　
　
こ
の
文
中
に
「
医
心
而
心
行
」
と
あ
る
の
は
、
通
常
「
す
で
に
止
し
て

　
行
な
く
」
と
解
読
さ
れ
て
い
る
が
、
既
と
は
概
の
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
り
と
す
れ
ば
概
種
と
は
あ
っ
ま
き
、
し
げ
ま
き
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、

　
こ
の
一
文
の
意
は
播
種
を
稠
密
に
し
て
そ
の
ま
ま
縦
横
の
行
列
を
正
さ
な

　
か
っ
た
な
ら
ば
、
作
物
が
互
い
に
他
を
傷
つ
け
る
か
ら
、
こ
れ
を
苗
穎
と

　
い
う
、
と
い
う
意
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
文
中
の
「
耕
而

　
不
長
」
と
あ
る
の
は
播
種
の
注
意
の
次
に
耕
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

　
と
い
う
点
で
矛
盾
し
、
ま
た
「
耕
而
日
長
」
と
い
う
こ
と
は
三
三
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
に

　
は
播
種
後
の
苗
の
状
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
読
ん
で
も
、
縦
横
の
行
列
を

　
正
す
必
要
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
当
然
散
播
法
（
ば
ら
ま
き
）
で
あ
っ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
そ
れ
は
六
尺
の
広
さ
の
畝
間
に
八

　
寸
の
酬
を
つ
く
り
、
残
さ
れ
た
五
尺
余
の
畝
上
す
な
わ
ち
朧
上
に
お
そ
ら

　
く
は
穫
種
す
な
わ
ち
か
っ
齢
恥
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
鞍
掛
散
播

　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
④

　
法
（
ひ
ろ
う
ね
ば
ら
ま
き
法
）
で
あ
る
。

　
私
は
先
き
の
小
論
に
お
い
て
、
西
嶋
氏
の
既
種
を
概
言
（
あ
っ
ま

き
、
し
げ
ま
き
）
の
意
と
す
る
説
に
賛
成
し
た
が
、
今
に
し
て
思
う

と
、
既
を
概
と
改
め
て
読
む
必
然
性
は
私
の
立
場
か
ら
は
認
め
ら
れ

な
い
の
で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
米
田
賢
次
郎
氏
の
「
既
は
則
に
対
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
条
件
を
示
す
助
辞
」
と
見
る
説
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
「
耕

而
不
長
」
に
つ
い
て
は
、
夏
至
愚
氏
の
「
七
生
而
不
長
」
と
改
め
る

説
に
従
っ
た
が
、
同
じ
改
め
る
な
ら
む
し
ろ
「
転
而
不
長
」
と
改
め

る
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
懐
き
の
弁
土
篇
の
一
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ぎ

は
「
す
で
に
種
ま
き
て
行
な
け
れ
ば
、
紙
る
も
（
苗
は
）
長
ぜ
ず
、
・

こ
れ
こ
そ
苗
が
た
が
い
に
籟
め
る
な
り
」
と
訳
し
た
い
。
そ
し
て

「
三
種
三
無
行
」
と
は
、
三
三
氏
の
よ
う
に
、
　
「
あ
っ
ま
き
（
旺
ば

ら
ま
き
）
を
し
て
、
そ
の
ま
ま
縦
横
の
行
列
を
正
さ
な
か
っ
た
な
ら

ば
」
と
い
う
よ
う
に
二
段
の
作
業
で
な
く
、
　
「
行
の
な
い
種
ま
き

（
ば
ら
ま
き
、
ま
た
は
乱
雑
な
条
播
）
を
す
れ
ば
」
と
い
う
一
つ
の
作

業
を
い
う
も
の
と
私
は
解
す
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
文
章
に
つ
い
て
は
閥
斗
基
氏
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
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も
誤
読
で
は
く
、
読
法
の
相
異
か
ら
来
る
も
の
、
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
米
田
氏
は
こ
の
文
に
よ
っ
て
点
播
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
散
播
か
条
播
か
点
播
か
と
い
う
聞
題
の
、
最
も
重
要
な
記

述
が
、
き
め
手
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
そ

う
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
広
平
に
散
播
、
し
か
も
あ
っ
ま
き
を
す
る

と
し
た
ら
播
種
後
の
覆
土
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

覆
土
の
必
要
な
し
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
や
は
り
先
き
の
小

論
で
記
し
た
よ
う
に
「
も
し
そ
の
よ
う
な
（
散
播
後
に
整
興
す
る
）
方

法
で
苗
の
行
列
を
つ
く
る
と
す
れ
ば
、
種
子
と
労
力
の
浪
費
は
聞
わ

な
い
と
し
て
も
、
す
で
に
苗
の
行
列
を
つ
く
る
と
い
う
観
念
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
も

以
上
、
そ
れ
は
当
然
播
種
の
と
き
に
す
じ
ま
き
す
る
こ
と
に
気
づ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ぬ
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
新
石
器
時
代

以
来
の
農
民
で
は
な
い
か
。

四

　
つ
ぎ
に
は
関
心
基
氏
が
提
起
し
た
問
題
、
縷
田
法
は
　
『
呂
氏
春

秋
』
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
下
田
農
法
で
は
な
く
、
上
田
農
法
で
あ
ろ

う
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
結
論
か
ら
先
き
に
い
え
ば
、
私
は
山
斗
基
氏
の
提
案
に
お
お
む
ね

賛
成
で
あ
る
。
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
任
地
篇
に
は
「
上
田
棄
畝
、

下
口
棄
酬
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
上
田
は
高
引
田
、
下
田
は
低
湿
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
高
柳
田
で
は
畝
（
朧
）
を
棄
て
て
剛

（
朧
溝
）
に
播
種
し
、
低
湿
田
で
は
闘
を
棄
て
て
畝
に
播
種
す
る
と

い
う
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
弁
土
座
に
お
い
て
も

　
上
田
則
被
其
処
、
下
田
則
尽
其
汗
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
　
「
上
田
（
高
空
田
）
は
そ
の
耕
せ
し
処
を
緩
し
て
水
分
を
保
存
し
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
り
み
ず

　
　
田
（
低
湿
田
）
は
排
水
を
よ
く
し
て
汗
水
を
除
く
べ
し
」

と
い
う
文
が
あ
り
、
上
田
と
下
田
の
ち
が
い
は
十
分
認
識
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
呂
疵
春
秋
』
の
農
法
を
考
え
る
際
に
、

上
田
農
法
を
特
殊
の
場
合
と
し
て
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ

　
　
囁
⑦

う
で
あ
る
。

　
思
う
に
弁
土
篇
の
農
法
で
は
、
上
田
・
下
田
と
も
播
種
以
前
に
水

に
対
す
る
処
置
を
し
た
の
ち
、
ど
ち
ら
も
畝
上
に
播
種
す
る
の
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
任
地
篇
で
は
、
上
田
は
剛
中
に
、
下
田
は
畝
上
に
、

と
い
う
よ
う
に
播
種
対
象
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
弁
土
・
任
地
二
篇
の
性
格
と
も
関
連
す
る
問

題
な
の
で
、
後
で
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。

　
さ
て
「
上
田
棄
畝
」
を
夢
中
播
種
と
解
し
た
場
合
、
五
尺
（
あ
る
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う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

い
は
五
尺
二
寸
）
幅
の
畝
を
棄
て
て
、
一
尺
（
あ
る
い
は
八
寸
）
幅
の
酬

に
の
み
播
種
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
や

は
り
五
尺
幅
の
聖
上
に
二
行
に
や
や
深
い
（
酬
に
類
し
た
）
溝
を
ほ

っ
て
播
種
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
さ
き
の
小
論
に
お
い
て

こ
の
よ
う
に
想
定
し
、
代
田
法
コ
畝
三
酬
」
の
先
行
形
態
と
認
め

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
い
ま
も
変
ら
な
い
。

　
た
だ
こ
の
上
田
棄
畝
の
農
法
を
関
斗
三
眠
の
よ
う
に
こ
れ
が
網
田

．
法
で
あ
る
と
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
顔
師
古
の
注
と
矛
盾
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。

　
元
来
、
班
固
の
『
漢
書
』
食
貨
志
上
の
本
文
で
は
、
代
田
の
二

歳
の
収
は
常
に
縷
田
に
過
ぐ
る
こ
と
、
畝
ご
と
に
一
餅
以
上
な
り
、

善
く
す
る
者
は
之
に
倍
す
」
と
い
う
の
み
で
、
縷
田
が
如
何
な
る
農

法
に
よ
る
も
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
顔
師
古
の
注
に
「
縷
、

　
　
　
　
　
つ
く

田
は
、
明
を
為
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
縷
の
音
は
莫
幹
の
反
」
、
ま
た

「
善
く
剛
を
為
る
者
は
ま
た
綬
田
に
過
ぐ
る
こ
と
三
斜
以
上
な
り
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
顔
師
古
の
注
は
縷
田
の
解
釈

と
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
綬
」
と
は
『
説
文
解
字
』
に
「
糟
無
文
也
」
と
あ
り
、
文
様
の

な
い
き
ぬ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
『
説
文
』
の
解
釈
は
、

弾
器
裁
の
注
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
春
秋
繁
露
』
（
度
鰯
第
二
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

七
）
に
「
古
者
天
子
衣
文
、
…
…
庶
人
衣
縷
」
（
む
か
し
天
子
は
文
を
衣
、

庶
人
は
縷
を
衣
る
）
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
天
子
の
衣
服
の
特
色
を

「
文
」
と
認
め
、
庶
人
の
衣
服
で
あ
る
縷
は
そ
の
反
対
の
も
の
と
し

て
「
無
文
」
の
糟
吊
の
類
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
顔
師

古
が
「
縷
田
」
と
は
酬
を
つ
く
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
い
う
と
き
、

代
田
の
特
色
を
剛
を
つ
く
る
田
と
認
め
、
そ
の
反
対
の
も
の
と
し
て

こ
う
い
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
訓
詰
家
の
立
場
と
し
て
は
一
応
も
っ
と

も
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
も
し
誉
田
が
、
顔
師
古
の
い
う
よ

う
に
、
剛
を
つ
く
ら
な
い
田
、
す
な
わ
ち
畝
と
瑚
の
区
別
の
な
い
田

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
田
は
当
時
の
一
般
的
な
耕
田
の

す
が
た
で
は
な
い
・
畝
と
麟
の
別
は
西
周
時
代
か
ら
存
在
し
た
ゆ

ま
た
任
地
篇
の
「
上
田
棄
畝
、
下
田
町
㎜
」
の
農
法
は
決
し
て
特
殊

な
農
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
閲
斗
基
町

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
顔
師
古
は
農
法
に
詳
ら
か
で
な
く
、
単
な

る
駆
詰
の
立
場
か
ら
代
田
法
の
特
色
を
「
㎜
中
播
種
」
と
認
め
、

「
そ
の
反
対
の
農
法
」
と
し
て
「
縷
田
野
不
為
畷
者
也
」
と
い
っ
た

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
西
嶋
氏
は
、
顔
師
古
の
注
が
こ
の
よ
う
な
欠
点
を
も
つ
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⑨

こ
と
を
一
応
認
め
つ
つ
も
、
　
『
肩
章
要
術
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る

「
漫
郷
」
　
「
漫
散
」
の
語
が
散
播
を
意
味
す
る
と
し
て
鰻
田
の
播
種

法
を
予
言
と
認
め
、
「
従
来
の
農
法
に
お
い
て
も
、
五
尺
余
の
広
さ

の
畝
の
上
に
は
散
播
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
畝
（
一
朧
）
上
に
限

っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
列
条
播
種
で
は
な
く
縷
田

で
あ
る
。
畝
の
中
に
剛
は
な
い
。
だ
か
ら
縷
田
と
は
剛
を
つ
く
ら
な

い
無
法
で
あ
る
。
も
し
前
掲
の
顔
師
古
の
注
が
、
こ
の
意
味
で
い
っ

た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
代
田
法
が
比
較
さ
れ
た
縷
田
と
は
従
来
の
基
本
法
で
あ
っ
た
広
畝

散
播
法
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
西
嶋
氏
の
説
に
は
、
私
は
二
つ
の
点
か
ら
賛
成
し
が
た
い
。

一
つ
は
、
　
『
斉
民
謡
術
』
の
「
漫
棚
…
」
の
「
漫
」
は
手
播
き
を
意
味

す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
ば
ら
ま
き
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

　
　
⑩

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
顔
師
古
の
注
を
、
凍
上
に
蝋
を
つ
く
ら
ず
、

畝
上
一
面
に
散
介
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ゼ
野
上
は
「
無

文
」
の
よ
う
で
あ
る
が
、
耕
田
全
体
を
見
れ
ば
、
五
尺
（
あ
る
い
は

五
尺
二
寸
）
幅
の
文
様
が
、
　
一
尺
（
あ
る
い
は
八
寸
）
の
離
を
は
さ
ん

で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
決
し
て
「
無
文
」
と
は

言
い
か
ね
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
顔
師
古
の
注
に

よ
っ
て
縷
田
を
「
剛
を
つ
く
ら
な
い
田
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
班
固
の
い
う
野
田
と
は
一
体
ど
う
い
う
田
で

あ
ろ
う
か
。
も
う
い
ち
ど
「
縷
」
字
の
意
味
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ

、
つ
。

五

　
『
康
煕
字
典
』
や
『
中
華
大
辞
典
』
に
よ
っ
て
「
縷
」
字
の
解
釈

を
見
る
と
、
は
じ
め
に
『
説
文
解
字
』
に
よ
っ
て
「
総
の
文
な
き
も

の
な
り
」
と
あ
り
、
　
つ
づ
い
て
こ
れ
を
受
け
て
、
す
べ
て
無
文
の

も
の
を
縷
と
い
う
例
と
し
て
『
周
面
』
春
鳥
巾
車
や
『
左
伝
』
成
公

五
年
に
見
え
る
例
を
あ
げ
、
縷
田
の
顔
師
古
注
に
及
ん
で
い
る
。
こ

れ
が
縷
の
字
解
と
し
て
中
心
的
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は

『
説
文
』
　
の
権
威
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

『
説
文
』
の
字
解
が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
で
は
な
い
し
、
し
か
も
こ
れ

に
よ
っ
て
馬
繋
の
い
わ
ゆ
る
織
田
の
性
質
を
規
定
し
が
た
い
こ
と
は

先
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
綬
字
の
別
解
を
探

し
て
み
る
と
、

　
e
『
五
礼
』
春
官
磐
師
に
「
教
昌
縷
楽
燕
翌
冬
鐘
磐
一
」
と
あ
り
、

仁
座
の
注
に
「
杜
早
春
読
レ
縷
為
昌
怠
慢
之
慢
ハ
玄
謂
縷
活
況
鳳
再
呈
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之
綾
（
謂
昌
雑
声
之
和
レ
楽
者
一
也
」
と
あ
る
。
ま
た
『
礼
冠
』
学
記
に

は
「
不
レ
学
呂
操
重
ハ
不
レ
能
レ
安
レ
弦
」
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
「
操
縷
雑
晶

即
製
博
覧
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
『
中
華
大
辞
典
』
は
、
縷

は
「
雑
型
置
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
⇔
『
荘
子
』
斉
物
論
に
「
縷
野
営
者
賢
聖
」
と
あ
り
、
陸
徳
明
の

音
義
に
は
縷
は
「
毒
心
也
」
と
あ
る
。
ま
た
『
集
韻
』
に
は
縷
は

「
緩
也
」
、
『
韻
補
』
に
は
「
緩
百
雷
」
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
縷
の
字
は
、
　
「
糟
無
文
也
」
が
唯
一
の
解
釈
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
e
に
よ
れ
ば
縷
の
字
は
、
．
漢
代
す
で
に
怠
慢
の
慢
、

雑
声
・
常
識
の
雑
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
口
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
お
お
ま

れ
ば
、
縷
ど
は
「
寛
か
な
心
」
で
あ
り
、
無
頓
着
の
意
味
で
あ
る
。

e
と
⇔
と
は
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
手
入
れ
の
よ
く
な
い
粗
雑

な
も
の
を
縷
と
い
う
ら
し
い
。
そ
れ
は
『
説
文
』
の
解
に
も
通
じ
る

の
で
、
庶
民
の
用
い
る
粗
雑
な
紺
畠
の
特
徴
を
無
文
に
も
と
め
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
雪
田
の
意
味
を
と
ら
え

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
無
頓
着
な
手
入
れ
の
よ
く
な
い
粗
雑
な
田
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
班
固
が
代
田
と
比
較
し
た
縷
田
と
は
、
た
だ

こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
平
凡
な
解
釈
だ
が
、

縷
田
と
は
，
雪
田
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
顔
師
古
の
注
が
成
立
し
が
た

い
以
上
は
、
こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
食
貨
志
上
の
下
文
に
は
趙
過
が
平
都
令
光
よ
り
教
え
ら
れ
た

人
輪
梨
を
も
っ
て
離
宮
の
空
地
に
代
田
法
を
試
み
た
と
こ
ろ
傍
の
田

よ
り
畝
ご
と
に
一
魁
以
上
の
増
収
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
傍
田
」
に
ど
ん
な
農
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
も
ち
ろ

ん
明
ら
か
で
は
な
い
。
縷
田
と
い
う
の
は
実
は
こ
れ
に
類
し
た
漠
然

と
し
た
言
葉
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま

た
こ
の
離
宮
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
長
安
付
近

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
論
と
し
て
高
早
の
地
で
上
田
農
法
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
代
田
法
は
、
関
斗
基
氏
が
指

揚
さ
れ
た
よ
う
に
、
耐
畢
処
理
が
そ
の
特
色
の
一
つ
で
む
る
か
ら
、

そ
の
施
行
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
上
田
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
対
応
す
る
。

す
な
わ
ち
野
際
が
代
田
と
そ
の
収
穫
を
比
較
し
た
曾
池
と
い
う
の
は
、

か
れ
自
身
は
そ
の
農
法
を
何
ら
規
定
せ
ず
、
た
だ
漢
然
と
代
田
法
の

実
施
さ
れ
た
地
方
の
「
手
入
れ
の
よ
く
な
い
田
」
を
意
味
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
場
合
、
代
田
法
で
は
便
巧
な
耕
転
下
種
の
田
器
を
用

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
使
用
せ
ず
、
耕
田
に
は
従

来
の
来
紹
を
用
い
、
下
種
は
手
播
き
（
測
光
）
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
が
上
田
農
法
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
先
斗
基
氏
の
よ
う
に
、
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『
呂
氏
春
秋
』
任
地
篇
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
上
田
藥
畝
」
す
な
わ
ち

「
劇
中
播
種
」
の
農
法
だ
っ
た
ろ
う
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　
こ
の
上
田
農
法
に
つ
い
て
、
私
は
先
き
の
小
論
に
お
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
記
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

　
　
上
田
の
揚
合
に
、
五
尺
幅
の
畝
を
す
て
て
一
尺
幅
の
剛
に
の
み
播
種
す

　
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
上
田
の
場
合
に
も

　
や
は
り
五
尺
幅
の
畝
に
二
行
に
や
や
深
い
溝
を
ほ
っ
て
播
種
す
る
の
で
は

　
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
播
種
用
の
溝
は
上
田
に
お
い
て
は
余
り
浅
く
て
は
意

　
味
が
な
い
か
ら
次
第
に
深
く
な
り
、
深
さ
一
尺
、
広
さ
一
尺
の
酬
と
同
じ

　
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
結
局
は
一
畝
に
三
帰
あ
る
ご
と
き
形
と
な
っ
た
の

　
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
も
し
増
産
に
対
す
る
要
請
が
あ
れ
ば
、
上
睡
で
は
排

　
水
溝
の
必
要
度
は
低
い
か
ら
、
本
来
の
剛
に
も
播
種
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
こ
そ
「
代
田
法
」
に
い
う
と
こ
ろ
の
～
畝
三
㎜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
任
地
篇
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
上
田
棄

敵
」
の
農
法
こ
そ
代
田
法
の
先
駆
形
態
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
聞

斗
基
氏
は
こ
れ
こ
そ
縷
田
法
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
私
も
そ
れ
に

一
応
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
縷
田
法
が
代
田
法
と
あ
ま
り

に
近
い
形
態
の
も
の
で
は
、
そ
の
鍬
当
り
収
穫
の
差
が
説
明
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
班
固
は
慢
田
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
班
固
は
何
故
、
　
「
慢
田
」
　
「
漫
馨
し
あ
る

い
は
「
雑
田
」
な
ど
と
記
さ
ず
、
　
「
縷
田
」
と
記
し
た
か
と
い
う
と
、

こ
う
い
う
種
女
の
性
質
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
「
縷
」
の
字
を
用

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一LIN

　
私
は
乏
き
に
発
表
し
た
小
論
に
お
い
て
、
　
『
呂
幾
春
秋
』
上
農
等

四
篇
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
た
さ
い
に
、
弁
難
篇
と
審
時
篇
と
は
、

そ
の
冒
頭
の
句
が
、

　
弁
土
篇
－
凡
耕
之
道
、
云
々

　
審
時
篇
一
五
農
之
道
、
等
々

と
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ

の
二
篇
は
同
一
作
者
の
手
に
成
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
、
し
か
も

前
の
任
地
篇
と
は
は
な
は
だ
し
く
異
る
か
た
ち
を
し
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
任
地
篇
が
は
じ
め
に
十
大
隅
題
を
提

出
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
解
答
と
も
い
う
べ
き
耕
作
の
原
則
を
の
べ
る
か

た
ち
を
と
っ
て
い
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
解
答
の
部
分
の
習
頭
の
句

が
、
　
「
凡
耕
之
大
方
、
云
女
」
と
あ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
と
思
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う
ひ
そ
れ
は
弁
土
匪
の
「
凡
耕
之
道
、
云
々
」
と
い
う
の
と
ま
っ
た

く
同
じ
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
任
地
篇
が
弁
土
篇
・
審
時
篇
と
作
者

を
異
に
す
る
一
証
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
私
は
今
も
任
地
篇
を
他
の
三
篇
と
そ
の
性
格
を
異

に
す
る
篇
で
、
夏
予
感
氏
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
古
農
書
『
后

穫
』
の
抜
翠
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、

た
だ
上
農
篇
中
に
も
「
后
謹
書
」
と
い
う
引
用
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
こ
れ
ら
四
篇
は
い
ず
れ
も
后
穫
を
農
業
の
始
祖
と
あ
お
ぐ
官

僚
派
農
学
家
の
書
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
の
性
格
を
も
つ
も

の
に
は
ち
が
い
な
い
。

　
ま
た
任
地
篇
と
他
の
三
篇
と
の
性
格
の
差
に
つ
い
て
、
辛
き
の
小

論
に
お
い
て
私
は
、
任
地
篇
の
「
上
田
棄
敵
」
の
農
法
を
漢
の
代
田

法
に
連
続
す
る
先
行
形
態
と
考
筑
、
こ
の
上
田
農
法
の
記
さ
れ
て
い

な
い
他
の
三
篇
一
概
と
し
て
黒
土
篇
一
の
農
法
を
、
農
業
技
術

の
発
達
史
か
ら
見
れ
ば
、
任
地
篇
よ
り
古
い
農
法
で
あ
ろ
う
と
記
し

た
が
、
今
少
し
く
こ
れ
を
補
説
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
前
節
に
記
し
た
よ
う
に
弁
土
篇
に
も
上
配
・
下
田
の
農
法

の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず

こ
の
こ
と
を
弁
土
篇
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
上
田
下
心
其
処
、
下
田
則
尽
力
汗
。
無
与
三
盗
任
地
。
夫
四
刻
参
発
。

　
大
店
小
農
為
青
魚
舷
、
苗
神
聖
猟
（
叢
）
、
地
籍
之
也
。
業
種
而
無
行
、

　
…
…
故
去
此
三
盗
者
、
而
後
粟
可
多
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
　
「
上
田
（
高
早
田
）
は
そ
の
耕
せ
し
処
を
覆
し
て
水
分
を
保
存
し
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
り
み
ず

　
　
田
（
低
湿
田
）
は
排
水
を
よ
く
し
て
汗
水
を
除
く
べ
し
。
三
顧
に
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

　
　
任
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
四
季
の
順
序
に
照
し
て
耕
す
べ
し
。
剛
を
大

　
　
　
　
う
ね

　
　
に
し
畝
を
小
に
す
れ
ば
、
青
き
魚
の
水
を
飛
び
幾
せ
し
ご
と
く
な
り
、

　
　
苗
は
直
立
せ
る
た
て
が
み
の
ご
と
く
な
る
は
、
地
が
癒
め
る
な
り
。
既

　
　
に
播
種
し
て
行
な
け
れ
ば
、
…
…
故
に
こ
の
三
盗
を
ふ
せ
ぎ
て
の
ち
は

　
　
じ
め
て
、
粟
の
収
穫
が
増
大
し
う
る
な
り
。
」

　
こ
の
文
に
お
い
て
、
写
照
・
下
田
の
農
法
が
対
句
的
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
任
地
篇
の
場
合
と
同
様
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
単

に
上
田
は
水
分
の
保
存
を
、
下
閉
は
汗
水
の
排
除
を
説
く
の
み
で
、

任
地
篇
の
よ
う
に
「
上
田
棄
畝
」
す
な
わ
ち
「
剛
毛
播
種
」
を
説
く
・

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
上
田
に
お
い
て
も
畝
上
播
種
の

農
法
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
そ
う
し
て
こ
の
文
に
つ
づ

い
て
直
ち
に
三
盗
（
下
和
・
苗
羅
・
草
矯
）
の
害
を
説
い
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
三
面
の
い
ま
し
め
が
上
田
・
下
翼
と
も
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
大
麟
小
麦
」
の
害
を
説
く
こ
と
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身

も
決
し
て
下
田
農
法
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
上
田
に
お
い
て
も
畝

上
播
種
で
あ
る
以
上
は
三
二
小
糠
は
「
地
籍
」
の
害
と
し
て
避
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
弁
土
壁
の

後
文
の
「
畝
は
広
く
し
て
以
っ
て
平
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
と

か
、
「
畝
は
広
く
し
て
絶
っ
て
平
か
な
れ
ば
則
ち
本
を
喪
わ
ず
」
等

の
文
も
決
し
て
下
田
農
法
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
弁
土
篇
の
農
法
は
上
田
・
下
田
と
も

そ
れ
ぞ
れ
は
じ
め
に
水
分
の
保
存
と
汗
水
の
排
除
を
し
た
上
で
同
じ

く
畝
上
に
播
種
す
る
農
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
任
地
篇
は
上
田

は
豊
中
に
、
下
田
は
野
上
に
播
種
す
る
農
法
を
説
く
も
の
で
、
し
た

が
っ
て
大
里
小
身
の
害
を
説
く
て
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
、

そ
れ
は
、
よ
り
進
歩
し
た
i
代
田
法
に
近
い
i
農
法
を
説
く
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七

5

　
私
は
先
き
の
小
論
に
お
い
て
、
『
一
悪
春
秋
』
の
任
地
篇
と
弁
土

篇
と
は
性
格
を
異
に
す
る
篇
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
く
農
法
に
も
差

異
が
あ
る
べ
き
こ
と
、
と
く
に
任
地
篇
に
記
さ
れ
て
い
る
上
冊
農

法
は
代
田
農
法
に
連
続
す
べ
き
先
行
形
態
と
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と

を
論
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
二
三
の
方
か
ら
検
討
を
約

束
さ
れ
た
が
、
今
な
お
批
判
的
意
見
を
う
か
が
う
に
い
た
っ
て
い
な

い
。

　
た
だ
ソ
ウ
ル
の
闘
国
側
茂
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
私
信
と
関
成
基
氏
論

文
の
書
評
と
は
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
白
紙
に
も
ど
っ
で
前
説
を
再
検
討
し
ょ
う
と
試

み
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
も
自
説
に
な
ず
み
、
徹
底
的

な
自
己
批
判
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
前
説
の
補
強
を
こ
こ
ろ
み
た
に
す
ぎ

な
い
結
果
に
な
つ
え
。
し
か
も
い
さ
さ
か
西
嶋
定
生
氏
の
論
文
の
一

部
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
よ
う
で
心
苦
し
い
が
、
た
だ
拙
論
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
を
明
確
に
表
現
し
た
い
あ
ま
り
に
そ
う
な
っ
た
の
で
、
許

さ
れ
た
い
。

　
た
だ
ひ
と
つ
、
弁
土
篇
を
も
ふ
く
め
て
『
呂
民
春
秋
』
の
農
法
は
、

決
し
て
下
田
農
法
を
中
心
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
上
田
・
下
田
の

農
法
を
対
等
に
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
は
、

新
し
い
発
見
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
き
の
小
論
と
あ
わ
せ
て
御
検
討

を
お
願
い
し
た
い
。

　
①
西
嶋
定
生
「
代
相
法
の
新
解
釈
」
（
『
野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
、
封
建
制
と
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ふたたび騒氏春秋上農等圏篇に見える農業技術について（大島）

　
資
本
制
』
一
九
五
六
年
。
の
ち
改
訂
増
補
し
て
『
中
國
経
済
史
研
究
』
一
九
六
六

　
年
に
収
録
）
。

②
俳
藤
徳
男
「
代
田
法
の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
九
の
＝
、
一
九
六
〇
年
）
、

　
米
田
賢
次
郎
「
趙
過
の
代
睡
法
…
特
に
梨
の
性
格
を
中
心
と
し
て
i
」
（
『
史
泉
』

　
二
七
・
二
八
合
併
号
、
一
九
六
三
年
）
。

③
閏
予
言
氏
に
よ
る
と
、
解
放
後
の
韓
国
に
お
け
る
中
国
史
研
究
者
の
数
は
す
く

　
な
い
が
、
発
表
論
文
の
比
較
的
多
い
の
は
漢
代
で
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
社
会
経

　
済
史
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
は
日
本
に
お
け
る
霊
代
史
研
究
の
影
響
が
認
め

　
ら
れ
る
と
い
い
、
次
の
四
篇
の
論
文
を
紹
介
批
評
し
て
い
る
。

　
O
、
釜
山
大
学
校
の
関
成
基
氏
の
「
漢
代
入
粟
受
爵
制
」
　
（
一
九
六
三
年
、
釜
山

　
　
教
育
大
学
の
『
教
大
学
報
』
別
冊
研
究
論
文
集
、
五
五
一
七
八
頁
）
。

　
◎
、
同
氏
の
「
縷
田
法
小
孜
」
（
一
九
六
四
年
・
『
〔
釜
山
大
学
校
〕
文
理
大
学
報
』

　
　
第
七
輯
、
二
九
－
四
〇
頁
）
。

　
㊧
、
灘
北
大
学
の
金
擁
氏
の
「
前
漢
王
朝
の
農
民
確
保
策
一
権
力
維
持
の
た
め
の

　
　
基
本
政
策
と
関
連
し
て
一
」
　
（
一
九
六
三
年
、
『
慶
北
大
学
校
論
文
集
』
第

　
　
七
輯
、
二
ご
三
i
二
三
九
頁
）
。

　
㈱
、
同
氏
の
「
漢
書
食
貨
志
上
」
賢
誼
昆
錯
董
仲
岱
の
上
言
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
－
上
雷
年
時
と
背
景
i
」
　
（
同
第
八
輯
、
八
三
一
九
七
頁
）
。

④
西
嶋
氏
上
掲
著
書
九
一
頁
。

⑤
米
田
氏
上
掲
論
文
註
3
。

⑥
こ
こ
で
私
は
気
前
よ
く
「
種
子
と
労
力
の
浪
費
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
」
と
い

　
つ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
生
活
を
か
け
て
い
る
農
民
に
と
っ
て
決
し
て
小
さ
な
問
題

　
で
は
な
い
。

⑦
西
嶋
氏
上
掲
書
八
五
頁
に
「
頬
白
に
お
い
て
は
剛
に
播
種
す
る
と
解
し
て
も
、

　
そ
れ
は
高
田
特
殊
の
ば
あ
い
で
」
、
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
い
め
　
へ
そ
　
　
　
　
　
つ
く

⑧
『
尚
書
』
の
梓
材
篇
に
「
そ
の
彊
や
獣
（
馴
）
を
為
る
」
と
あ
り
、
大
諾
篇

　
　
　
　
の
う
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
う
ね

　
に
は
「
穏
夫
の
ご
と
く
、
濁
れ
易
ぞ
敢
て
朕
が
畝
を
終
え
ざ
ら
ん
や
」
と
あ
る
。
．

⑨
西
嶋
氏
上
掲
書
九
七
頁
。

⑩
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
き
の
拙
論
の
な
か
で
翫
し
て
お
い
た
。
ま
た
西
嶋
氏

　
自
身
も
一
七
八
頁
誌
（
2
6
）
で
、
王
禎
の
『
柏
丘
』
に
「
逐
条
栽
培
で
も
手
播
す

　
る
も
の
を
漫
種
と
い
っ
て
い
る
」
例
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
六
八
・
七
・
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
女
子
大
学
数
授
）
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　　　　　　　　　Japan　at　the　End　of　Meiji

a　stucly　of　the　history　previous　to　the　defending　movement

　　　　　　　　　　　for　the　Constitution　（1）

by

Shir6　Yamamoto

　　The　defending　movement　for　the　Constitution，　as　an　up－to－date　pro－

blem　er　for　our　investlgation　of　the　Taish6　democracy，　may　be　very

iiytportant，　but　there　are　very　little　former　studies　which　have　made

use　of　the　original　resources．

　　In　this　article，　owing　to　limited　space，　we　have　done　our　best　in

examining　the　political　affairs　at　ehe　end’　of　Meiji　as　the　previous

history，　according　to　thg　then　original　resources，　or　newspapers　arid

magazines　of　the　day．

　The　outline　comes　to　the　conclusion　that　we　should　rather　make　much

of　the　confronting　aspect　of　the　Seiyu政友Party　with　the　clan．o爺一

cialdom　than　that　of　their　co－operation　and　compromise，　which　played

the　most　important　part　in　the　course　of　dissolutioii　of　the　old　system

and　reformat’ion　of　the　new　system　in　Japan　after　the　Russo－Japanese

War．　The　zenith　of　antagonism　between　two　parties　is　to　be　explained

in　the　next　monograph．

　　Again　on　the　Agricultural　Technique　in　the　Four　Books　of

Lif－shih－ch’un－ts’iu　l養魚春秋，　such　as　Shang－nung－P’ien上農篇

by

Riichi　Oshima

　　This　artic1e　is　a　supplement　to　that　in　the　ShiriB　or　the　Journal　of

History，　Vol．49，　No，．1，　and　introduces　the　Maiユーt’ien　art縷田法by　Mes－

srs．　Min　Seong－gi関成基and　Min　Du・gi一斗基of　I（orea，　toQ；and　it　is

affirmed　that　a　common　agricultural　art．between　Shang－t’量ne上田and

Hsia－t’ien　’FM，　never　an　art　only　for　Hsia－t’ien，　is　explalned　in　the
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foul’books　of　Ltt－shih－ch’un－ts’iu呂残春秋，　and　the　Man－t’ie鷺art，　compared

with　the　Tai－t’ien　art． 纉c法by　Pan－ku一州，　must　be　the　art　for

tilling　Shan9・t’ien　in　the　Jen－ti－P’ien任地篇of　Ltt－shih－c11’u11－ts’iu．

Max　Weber　und　die　Weimarer　Demokratie

VOII

Il〈uo　Hatta

　　Der　Verfasser　hat’versucht，　das　politische　Denl〈en　IMax　Webers　da－

durch　zu　deuten，　daB　er　die　spezielle　Haltung　Webers　zur　Weimarer

Demokratie　UberprUft．

　　Zunachst　analysieete　er　Webersclae　politische　Schriften，　insbesondere

dessen　Aufsatz　，，　Parlament　und　Regierung　im　neugeorclneten　Deutsch－

land”　und　zog　die　Tatsache　aus，　daB　Weber　die　Parlamentarisierung　in

Deutschland　fest　behauptete．　Dann　schlug　er　in　，，　Max　Weber　und　die

deu’tsche　Politik　1890－1920”　von　W．　J．　Mornmsen　nach　und　brachte　ins

klare，　daB　Weber　den　plebiszita”ren　Reichsprasidenten　bei　der　Verfas－

sungsberatungen　im　ReichSamt　des　lnnern　vom　9．一12．　Dezember　1918

verlangte，　wtihrend　er　die　Parlamentarisierung　wiederholt　forderte．　Der

plebiszitare　Reichsprasident’　steht　nach　Weber　dem　Parlament　gegentiber．

　　Diese　Entwicklung　des　Weberschen　politischen　Denl〈ens　versuchte　ich

aus　dem　Gegensatz　seiner　liberalistischen　Wertidee　zu　seiner　Erkenntnis

’Uber　die　Massendemokraeie　zu　verstehen，　und　folgerte，　daB　es　hierin　eine

Problematil〈　im　politischen　Denl〈en　Webers　festzustellen　ist．

Genealogy　of　Japanese　Rice　Crop

ノ

by

Naomichi　lshige

　　This　article　is　brought　forward　for　the　purpose　of　explaining　the

erigin　of　Japanese　rice　crop　；　in　the　first　article，　“　How　to　havest　rice，”
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