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【
要
約
】
　
韓
国
の
聞
成
基
教
授
の
論
文
「
酸
菌
春
秋
農
法
の
新
考
察
」
を
紹
介
し
、
私
見
を
蒲
え
た
。
張
扇
は
呂
氏
春
秋
に
見
え
る
農
法
に
お
い
て
す
で

に
一
纏
三
位
の
作
畝
法
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
た
だ
そ
れ
は
任
地
篇
に
見
え
る
八
寸
絹
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
剛
の
広
さ
は
八
寸
、
朧
の
広
さ
は
一
尺
二

寸
で
あ
り
、
ま
た
播
種
法
に
つ
い
て
は
上
田
は
酬
中
播
種
、
下
田
は
朧
上
播
種
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
一
畝
三
無
説
に
は
賛
成
す
る
か
、

そ
の
剛
と
朧
の
広
さ
は
一
尺
を
規
準
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
播
種
法
は
任
地
篇
で
は
関
勧
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
弁
客
亭
で
は
上
田
・
下
田
と
も
に

朧
上
播
種
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
五
三
巻
五
号
　
一
九
七
〇
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
「
呂
氏
春
秋
農
法
の
新
考
察
－
任
地
篇
八
寸
紹
の
性
格
を
中

　
　
　
【
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
心
と
し
て
」
（
裂
と
題
す
る
論
文
が
送
ら
れ
て
き
菊

　
私
は
先
き
に
ソ
ウ
ル
崇
実
大
学
の
関
斗
基
助
教
授
の
書
評
（
引
期
文

献
l
I
以
下
「
引
」
と
略
記
i
2
1
）
に
よ
っ
て
釜
山
大
学
の
関
成
基
教
授

の
縷
田
法
に
関
す
る
説
（
引
2
0
）
を
知
り
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
（
引

2
6
）
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
閥
成
基
氏
は
私
の
旧
稿
（
引
2
2
）
へ
の
批

判
を
ふ
く
め
た
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
が
、
昨
年
（
一
九
六
九
）

三
月
十
五
日
付
の
氏
の
私
信
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
間
も

　
氏
の
私
信
に
よ
る
と
、
こ
の
論
文
の
『
結
論
は
「
八
寸
紹
の
性
格
」

篇
に
述
べ
て
お
り
ま
す
通
り
コ
二
三
麟
」
代
田
法
と
同
じ
き
農
法

が
上
田
・
下
田
共
通
に
適
用
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
た
だ
代
田
法

と
違
う
と
こ
ろ
は
、
呂
氏
春
秋
農
法
が
条
播
せ
し
苗
の
条
間
男
地
を

六
寸
間
隔
に
す
る
の
に
対
し
、
代
田
法
は
剛
中
に
密
条
播
し
生
産
性

を
高
め
る
こ
と
に
相
違
が
あ
る
こ
と
で
し
た
』
と
あ
る
。
ま
た
私
の

1　（583）
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説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
　
『
私
の
考
え
も
呂
氏
春
秋
の
農
法
が
下

田
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
上
田
下
田
両
方
に
適
用
す
る
も
の
で

あ
る
と
の
結
論
で
し
た
。
　
（
任
地
篇
を
他
の
三
篇
と
性
格
を
異
に
す

る
と
の
御
高
説
に
は
今
の
と
こ
ろ
賛
成
し
か
ね
ま
す
が
）
』
と
記
る

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
論
文
は
韓
国
文
で
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
干
氏
自
身

日
本
語
に
翻
訳
し
て
お
送
り
下
さ
っ
た
の
で
、
は
じ
め
て
読
む
こ
と

が
で
き
た
。
氏
の
御
厚
意
に
深
く
感
謝
す
る
。

、
こ
の
関
氏
論
文
は
私
見
と
の
間
に
か
な
り
の
樵
違
点
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
い
や
、
そ
れ
故
に
こ
そ
私
に
と
っ
て
も
示
教
に
富
む
と
こ
ろ

の
優
れ
た
論
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
な
る
べ
く
詳
し
く
紹
介

し
、
そ
の
上
で
、
い
く
ら
か
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

二

ま
ず
閲
成
基
論
文
の
題
と
厨
次
を
あ
げ
て
お
く
。

　
呂
氏
春
秋
農
法
の
新
考
察
－
任
地
篇
八
寸
絹
の
性
格
を
中
心
と
し
て
一

、
　
序
　
言

　
　
一
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
に
対
す
る
従
来
の
見
解

　
　
二
、
任
地
・
弁
土
篇
の
作
畝
記
講

三
、
土
壌
処
理
と
播
種
・
翼
翼
戦
術

四
、
任
地
篇
八
寸
霜
の
性
格

結
　
語

　
関
氏
の
私
信
に
よ
る
と
、
こ
の
論
文
は
昨
年
度
文
教
部
に
提
出
し

た
も
の
で
「
多
分
に
啓
蒙
的
な
意
味
を
含
め
て
書
」
い
た
と
い
う
こ

と
で
、
序
言
に
お
い
て
ま
ず
呂
氏
春
秋
の
巻
末
の
士
黒
姫
の
上
農
等

四
篇
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
序
言
の
最
後
に
、

『
こ
の
士
容
論
の
農
法
に
対
し
て
近
年
に
入
り
数
篇
の
論
考
が
発
表

さ
れ
、
そ
の
農
法
研
究
は
深
化
さ
れ
た
。
筆
者
も
前
に
こ
の
四
篇
の

農
法
を
長
田
法
に
連
絡
さ
せ
て
そ
れ
を
畝
上
条
播
法
と
規
定
し
た
こ

と
が
あ
っ
た
（
引
2
0
）
。
し
か
し
そ
の
後
こ
う
し
た
推
定
が
少
な
か
ら

ず
性
急
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
さ
と
り
、
こ
れ
に
対
す
る
修
正
の

必
要
を
感
じ
て
き
た
が
、
長
ら
く
そ
の
機
会
を
得
ず
に
今
日
に
至
っ

た
』
と
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
た
び
の
論
文
で
は
、
　
「
一
撃
三
子
」

の
代
田
法
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
農
法
が
上
農
等
四
篇
の
う
ち
に
見
出

さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
こ
の
論
文
の
最
も
注

目
す
べ
き
結
論
で
あ
る
が
、
ま
ず
目
次
に
し
た
が
っ
て
氏
の
所
説
を

紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三たび温氏春秋上農等四篇に見える農業技術について（大島）

三

　
論
文
の
第
一
節
に
お
い
て
は
、
上
農
等
四
篇
中
の
農
法
の
根
幹
を

な
す
の
は
作
畝
と
播
種
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
従
来

の
諸
見
解
を
、

r
e
　
広
畝
散
宿
法
と
み
ろ
も
の

　
⇔
　
無
上
条
播
法
と
み
る
も
の

　
⇔
　
畝
上
点
播
法
と
み
る
も
の

　
㈲
　
一
畝
一
二
酬
と
み
る
も
の

の
四
種
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
紹
介
し
批
判
し
て
い
る
。

　
　
e
　
広
畝
散
播
肥

　
ω
　
王
念
孫
　
聾
者
以
馬
耕
、
六
尺
“
為
歩
、
歩
百
“
為
畝
、
広
尺
為

棚
閾
、
（
『
読
書
雑
誌
』
、
啓
明
本
呂
氏
春
秋
集
釈
任
地
篇
注
）

　
②
　
程
瑞
田
　
其
始
也
三
一
塑
、
蓋
百
畝
百
貫
、
（
量
清
和
解
』
・
所

収
『
耐
油
彊
理
小
繋
』
通
芸
録
「
吠
濤
異
同
考
」
）

　
以
上
の
史
料
に
現
わ
れ
る
の
は
一
関
面
積
が
一
畝
（
龍
）
一
剛
に

よ
っ
て
な
っ
て
い
る
と
の
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
漢
代
の
代
田
法
が
一

蓋
三
蓋
の
農
法
な
る
に
対
し
て
古
代
巻
絹
耕
に
お
け
る
学
窓
法
に
よ

っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
畝
と
㎜
に
対
す
る

解
釈
を
土
台
と
し
て
近
人
の
う
ち
任
地
篇
と
弁
土
篇
の
作
畝
・
播
種

法
を
広
畝
散
播
と
規
定
し
た
の
が
西
嶋
氏
の
説
で
あ
る
。

　
③
西
嶋
説
　
そ
の
大
略
は
次
の
如
し
。
①
紺
を
使
用
し
て
六
尺
広

幅
の
畝
（
朧
－
醸
）
を
作
り
、
畝
間
を
八
寸
の
畷
（
朧
溝
）
と
し
、

そ
の
広
畝
に
概
種
（
密
播
）
を
す
る
。
②
発
芽
後
、
除
草
・
整
苗
等

栽
培
管
理
を
し
て
作
物
の
株
間
を
縦
横
み
な
六
寸
間
隔
の
行
列
を
な

す
よ
う
に
し
通
風
が
よ
い
よ
う
に
す
る
。
③
以
上
の
よ
う
な
農
法
こ

そ
漢
書
食
貨
志
に
い
う
縷
田
と
い
う
農
業
技
術
で
あ
り
、
牛
耕
以
前

の
束
組
工
具
に
依
る
耕
田
法
で
あ
る
（
引
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼎

　
こ
の
説
は
漢
代
趙
過
の
代
田
法
を
一
画
対
馬
と
い
う
新
農
法
と
し

て
高
く
評
価
せ
ん
が
た
め
に
、
そ
れ
の
農
法
の
原
始
性
を
強
調
す
る

理
論
の
構
想
か
ら
き
た
も
の
と
思
う
。
そ
れ
は
彼
が
根
拠
史
料
を
食

貨
志
代
田
法
条
、
顔
師
古
の
注
「
綬
田
不
為
剛
者
也
」
に
よ
っ
た
が
、

こ
の
師
古
の
注
自
体
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

は
酪
稿
（
引
2
0
）
に
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
畝
と
㎜
の
関

係
に
お
い
て
彼
が
畝
と
い
う
の
は
広
六
尺
の
高
畝
（
襲
）
で
あ
り
、

そ
の
畝
の
両
側
に
八
寸
剛
が
作
成
さ
れ
、
剛
は
六
尺
畝
の
外
側
に
あ
　
、

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
老
が
時
に
よ
っ
て
可
変
的
で
あ
る
と
考
え
　
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
・
レ
」
こ
ろ
に
あ
や
ま
ち
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
対
し
て
批
判
さ
れ
る
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と
、
旧
稿
の
兇
解
を
修
正
し
て
、
六
尺
広
の
畝
が
隣
畝
と
相
接
す
る

境
界
線
上
に
八
寸
広
の
鴫
が
作
成
さ
れ
、
こ
の
圃
広
八
寸
は
畝
の
広

幅
六
尺
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
じ
て
い

②る
。
し
か
し
彼
が
士
容
論
の
農
法
を
中
国
最
古
の
現
実
農
業
技
術
と

み
て
分
析
し
た
点
と
作
畝
法
に
お
い
て
㎜
…
の
大
き
さ
を
八
寸
に
固
定

し
て
理
解
し
た
点
は
卓
見
で
あ
り
、
筆
者
（
関
氏
）
も
こ
れ
に
全
的

に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
⇔
頭
上
条
播
説

　
ω
　
夏
緯
瑛
説
　
彼
は
任
地
篇
の
校
釈
に
お
い
て
、
酬
は
畝
と
畝

が
相
接
す
る
境
界
線
上
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
畝
と
畝
の
間
に
酬
と
い

う
別
途
の
地
面
が
あ
る
の
で
な
し
に
、
畝
の
側
面
の
傾
斜
が
隣
畝
の

側
面
の
傾
斜
と
合
し
て
作
ら
れ
る
部
分
に
該
当
す
る
。
そ
の
広
さ
は

畝
の
広
さ
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
（
引
6
）
。
西

嶋
氏
の
旧
稿
に
お
け
る
蜘
が
畝
の
外
に
あ
る
と
の
見
解
と
異
り
、
㎜

の
広
さ
は
畝
の
広
さ
六
尺
中
に
包
含
さ
れ
る
と
の
説
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。
従
っ
て
夏
氏
に
よ
れ
ば
、
畝
上
は
五
尺
広
さ
と
な
り
、
㎜
は

一
尺
広
さ
に
な
る
作
製
法
で
あ
る
。
こ
の
夏
氏
の
作
畝
方
法
に
対
す

る
見
解
を
採
用
し
て
発
展
さ
せ
た
の
が
大
島
氏
で
あ
る
。

　
劒
　
大
島
説
　
そ
の
要
約
は
次
の
如
し
。
①
士
容
論
の
四
篇
中
任

地
篇
は
別
個
の
性
格
を
も
つ
一
篇
で
あ
り
、
弁
土
篇
が
よ
り
原
始
的

で
あ
る
。
②
弁
土
篇
の
農
法
は
六
尺
幅
の
地
面
中
排
水
用
の
咄
一
尺

を
除
い
た
残
り
五
尺
が
畝
の
上
面
に
な
り
、
そ
の
ど
こ
ろ
を
よ
く
覆

隠
し
た
後
二
行
ま
た
は
三
行
の
奮
発
播
種
を
す
る
。
従
っ
て
西
嶋
氏

の
散
播
説
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。
③
任
地
篇
の
畝
と
闘
の
関
係
は
剛

一
尺
畝
五
尺
で
あ
り
、
上
田
下
田
区
別
な
く
み
な
五
尺
幅
の
地
上
に

二
条
の
播
種
溝
を
ほ
り
、
後
に
は
そ
こ
に
条
播
を
し
、
整
苗
・
除
草

作
業
に
よ
っ
て
苗
株
間
を
六
寸
間
隔
に
す
る
。
④
一
畝
三
三
と
い
う

代
田
法
と
同
一
な
作
男
法
の
繭
芽
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
任
地
篇
に

す
で
に
発
見
で
き
る
（
引
2
2
）
。
こ
の
見
解
中
、
野
遊
春
秋
の
盤
法
を

任
地
篇
に
限
る
と
は
い
え
、
後
続
農
法
な
る
代
田
法
と
の
連
続
線
上

に
お
い
て
把
握
せ
し
点
と
外
夏
氏
と
共
に
畝
上
条
播
餌
と
い
う
播
種

法
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
全
く
意
見
が
同
じ
く
卓
見
で
あ
る
と
考

③え
る
。
し
か
し
任
地
篇
と
野
土
篇
を
性
格
上
分
離
し
て
考
究
せ
し
点

に
は
同
感
し
か
ね
る
。

　
　
⇔
　
早
上
点
播
説

　
作
畝
法
に
お
い
て
は
以
上
6
⇔
と
同
一
で
あ
る
が
、
播
種
法
に
お

い
て
散
播
説
と
条
播
説
に
対
し
て
点
播
説
を
薄
遇
し
た
の
が
米
田
贋

次
郎
氏
で
あ
る
。
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三たび呂氏春秋上農等矯篇に見える農業技術について（大島）

　
米
田
説
　
氏
は
士
容
認
の
任
地
篇
と
盛
土
篇
の
史
料
を
検
討
し
た

の
ち
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
は
広
畝
で
は
あ
る
が
、
散
播
で
は
な
く
し

て
点
播
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
そ
の
理
由
を
「
こ
の
よ
う
に
除

草
の
実
施
が
徹
底
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
除
草
に
容
易
な

よ
う
に
点
播
か
条
播
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
嶋
氏
は
「
慰
種
而

無
行
、
耕
而
里
長
、
則
苗
相
野
也
」
　
（
弁
土
篇
）
の
既
を
纈
の
間
違

　
　
　
　
あ
っ
ま
き

、
と
解
し
、
纈
播
な
ら
ば
当
然
散
播
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
既

は
則
に
対
応
し
て
条
件
を
示
す
助
辞
と
み
た
い
。
ま
た
散
播
の
後
、

間
引
し
て
距
離
間
隔
を
と
と
の
え
る
と
も
解
せ
る
が
、
散
播
纏
種
で

　
「
間
引
す
る
の
は
無
理
で
、
間
引
で
距
離
間
隔
を
と
と
の
え
る
な
ら

ば
、
な
お
さ
ら
点
播
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
間
引
は
、
距
離
間
隔
を

と
と
え
る
外
に
、
強
健
な
苗
を
残
し
て
成
長
さ
せ
る
方
法
で
あ
り
。

そ
れ
は
可
成
高
度
な
栽
培
管
理
で
、
点
播
・
条
播
よ
り
後
に
知
ら
れ

た
方
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
点
播
の
場
合
は
手
聞
が
か
か
る
の

で
、
条
播
よ
り
素
引
す
る
場
合
が
多
い
が
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
は
労

働
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
考
慮
を
は
ら
っ
て
い
な
い
か
ら
、
や
は
り

点
播
で
あ
ろ
う
」
（
引
1
7
）
と
い
っ
て
い
る
。

　
画
　
一
畝
三
密
説
　
以
上
三
江
は
み
な
作
畝
法
を
一
畝
一
剛
と
す

る
点
に
激
て
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
敵
面
積
に
三
㎜
が
作

成
さ
れ
た
と
み
る
説
が
あ
る
α
そ
れ
は
漢
代
人
の
解
釈
で
あ
る
が
駈

近
年
に
は
こ
れ
を
支
持
す
る
者
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
ω
高
士
　
紹
六
尺
、
其
刃
広
八
寸
、
訳
者
以
所
管
、
広
六
尺
為
畝
、

三
尺
為
㎜
、
遼
西
之
人
謂
之
堆
也
、
（
呂
氏
春
風
調
解
任
地
動
注
）

　
後
漢
人
の
高
誘
が
「
三
尺
為
㎜
」
と
し
た
の
は
任
地
篇
の
八
寸
紹

に
依
る
作
畝
法
を
代
田
法
と
同
じ
一
畝
三
㎜
と
み
た
の
で
あ
る
。
こ

の
解
釈
に
て
注
目
さ
れ
る
の
は
八
寸
を
一
尺
と
み
た
点
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
当
時
遼
西
地
方
人
の
培
と
い
う
剛
の
大
き
さ
が
一
尺
で
あ
る

点
か
ら
き
た
も
の
と
思
う
が
、
前
漢
趙
過
の
代
田
法
知
識
に
よ
っ
て

酬
を
解
釈
し
た
た
め
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
任

地
篇
の
作
畝
法
を
代
田
法
と
同
一
な
る
も
の
と
み
る
点
に
対
し
て
は

後
に
吟
味
し
て
み
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
②
天
野
説
　
近
人
と
し
て
高
誘
の
解
釈
を
継
承
し
て
コ
畝
三
剛
」

作
畝
法
を
戦
国
以
来
の
伝
統
的
な
農
法
と
し
、
た
だ
代
田
法
が
釜
中

播
種
で
あ
る
の
に
比
し
て
呂
琉
春
秋
の
播
種
は
朧
上
播
種
で
あ
る
差

し
か
な
い
と
す
る
の
美
野
辱
あ
る
ら
し
％
こ
の
説
は
臼
取
近
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

西
嶋
説
を
批
判
す
る
老
の
間
に
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
一
畝
三
瑚
説
は
八
寸
粗
に
よ
る
酬
を
代
田
法
の
一
尺
剛
と
同

一
な
る
も
の
と
み
る
点
に
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
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新
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
が
閾
成
基
氏
に
よ
る
従
来
の
諸
説
に
対
す
る
紹
介
と
批
判
の

ほ
ぼ
全
部
で
あ
る
。
非
常
に
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
か
ぎ
り

で
は
言
う
べ
き
こ
と
は
な
い
が
、
た
だ
二
、
三
私
見
を
つ
け
加
え
る

な
ら
ば
、
e
の
西
嶋
説
に
つ
い
て
は
、
私
も
す
で
に
私
な
り
の
批
判

的
意
見
を
記
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
そ
れ
を
く
り
か
え
す
つ
も

り
は
な
い
。
そ
の
大
体
は
聞
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
⇔
の
大
島
説
に
つ
い
て
は
最
後
の
任
地
篇
と
弁
職
篇
を
分
離
し
て

考
え
る
私
見
に
対
し
て
闘
氏
は
た
だ
「
同
感
し
か
ね
る
」
と
い
わ
れ

る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
真
意
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
恐
ら
く
氏
と
し
て
は
分
離
せ
ず
綜
合
的
に
一
つ
の
農
法
と
し

て
矛
盾
が
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
ょ
く
解
釈
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
い
う
立
場
は
氏
ひ
と
り
で
は
な
か
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
し
、

私
の
よ
う
な
分
離
説
は
む
し
ろ
特
殊
な
議
論
な
の
か
も
知
れ
な
い
と

思
わ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
関
氏
論
文
を
紹
介
す
る

か
た
わ
ら
、
私
見
を
み
ず
か
ら
批
判
的
に
見
る
よ
う
に
心
掛
け
る
と

共
に
、
任
地
・
弁
土
二
篇
の
農
法
を
統
一
的
に
見
て
、
は
た
し
て
矛

盾
が
な
い
か
ど
う
か
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
た
㊨
の
米
田
説
に
つ
い
て
は
、
玉
響
は
た
だ
こ
れ
を
紹
介
し
た

の
み
で
意
見
ら
し
い
も
の
は
何
も
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
私
は
、

畝
の
上
に
播
種
溝
を
作
っ
た
の
ち
、
そ
こ
に
点
播
（
ほ
ぼ
六
寸
間
隔
）

し
た
と
み
る
な
ら
ば
一
層
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
述
べ
る
。

　
㈱
に
つ
い
て
み
る
と
、
天
野
説
は
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
趙
過
の
代
田
法
を
「
古
法
」
と
す
る
立
場
か

ら
の
想
定
か
と
思
う
。
ま
た
上
田
早
苗
氏
は
卵
子
三
馴
を
趙
過
の
創

意
と
す
る
説
に
疑
問
を
い
だ
き
、
一
畝
三
重
の
作
畝
法
を
九
章
算
術

巻
五
角
功
に
見
え
る
聞
題
を
手
掛
り
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
例
題
を
作
畝
法
に
応
用
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
そ
の
理
由

　
　
　
　
　
　
⑥

は
あ
と
で
述
べ
る
。

四

　
つ
ぎ
に
は
第
二
節
「
任
地
・
壌
土
篇
の
作
畝
記
事
」
に
つ
い
て
み

よ
う
。

　
閲
歴
は
ま
ず
士
容
論
の
上
農
・
任
地
・
弁
土
・
月
華
の
四
篇
の
性

質
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
『
上
農
篇
は
政
治
上
専
制
君
主
権
の
基
礎
を
な
す
農
業
政
策
を
為
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三たび呂氏春秋上農等四篇に見える農業技術について（大島）

政
家
の
為
に
力
説
し
た
も
の
で
あ
り
、
任
地
以
下
三
篇
は
専
ら
農
業

按
術
に
対
し
て
叙
述
し
て
い
る
。
即
ち
任
地
篇
に
て
は
作
業
方
法
、

耕
辮
法
等
土
地
利
用
に
お
け
る
技
術
問
題
を
説
明
し
、
弁
土
篇
に
て

耕
地
の
土
壌
適
性
に
対
応
す
る
耕
作
方
法
を
表
わ
し
、
三
時
篇
は
農

時
の
適
不
適
の
収
穫
に
及
ぼ
す
影
響
作
用
等
、
節
候
の
重
要
性
を
説

明
し
て
い
る
。
先
に
の
べ
た
作
畝
方
法
に
関
す
る
記
述
は
大
部
分
任

地
篇
と
弁
土
篇
に
て
発
見
で
き
る
。
』

　
つ
い
で
聞
氏
は
任
地
篇
と
弁
土
篇
の
作
畝
記
事
を
摘
出
し
て
解
説

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
私
の
旧
稿
に
記
し
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
様

だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
掲
げ
な
い
。

　
た
だ
こ
の
中
で
私
の
立
場
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
任
地
・
弁
土
・
午

時
の
三
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
ち
が
っ
た
内
容
を
も
ち
一
貫
し
た
意
図

の
下
に
記
述
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
記
る
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
土
壌
の
適
性
に
対

応
す
る
耕
作
方
法
を
現
わ
し
て
い
る
の
は
弁
土
量
だ
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
任
地
篇
に
も
見
え
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
聞
氏
自
身

摘
記
し
て
い
る
任
地
篇
の
次
の
記
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
凡
耕
之
大
方
、
愚
老
欲
柔
、
柔
者
欲
望
、
三
者
欲
労
、
労
者
欲
息
、
棘
者

　
欲
肥
、
肥
財
欲
棘
、
濡
者
欲
緩
、
緩
者
欲
急
、
湿
半
欲
燥
、
二
者
欲
湿
、

凡
そ
耕
地
の
大
原
則
は
黒
剛
土
を
温
柔
土
に
手
勢
、
温
柔
土
は
黒
革
土

に
作
る
。
去
年
休
閑
し
た
田
土
は
今
年
は
耕
種
し
、
今
年
に
耕
種
し
た

土
地
は
来
年
は
休
閑
す
る
。
清
土
は
肥
土
と
し
、
肥
土
は
韓
土
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

剛
土
は
緩
土
と
な
し
、
緩
土
は
擁
剛
土
に
す
る
。
水
分
の
多
い
湿
土
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

乾
燥
し
た
土
質
に
作
り
乾
燥
土
は
湿
土
と
な
る
よ
う
に
す
る
。

　
上
農
等
四
篇
を
一
つ
の
農
書
と
し
て
各
篇
が
体
系
的
に
構
…
成
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
把
え
る
こ
と
は
西
嶋
説
以
来
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
私
は
そ
れ
を
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
く
り
か
え
さ

な
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
私
の
論
究
の
い
わ
ば
原
点
と

も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
、
今
後
も
そ
れ
に
ふ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と

思
う
の
で
記
し
て
お
く
。

五

　
さ
て
次
に
は
第
三
節
「
土
壌
処
理
と
播
種
・
整
苗
技
術
」
に
つ
い

て
紹
介
し
よ
う
。

　
閲
氏
は
、
ま
ず
中
国
古
代
農
法
に
お
い
て
非
常
に
発
達
し
た
分
野

は
土
壌
性
質
の
分
析
弁
別
で
あ
る
こ
と
を
尚
書
禺
貢
篇
、
左
伝
成
公

二
御
璽
、
周
礼
草
人
条
と
蔵
人
条
、
懸
子
地
平
篇
、
呂
氏
春
秋
孟
春
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紀
等
の
記
事
か
ら
立
証
し
、
呂
氏
春
秋
の
『
任
地
篇
に
列
挙
し
た
耕

の
大
方
で
あ
る
黒
剛
土
と
温
柔
土
、
湿
土
と
乾
燥
土
、
休
閑
土
壌
と

既
耕
土
の
処
理
方
式
と
か
、
黒
土
篇
の
値
鞘
土
と
温
柔
土
に
よ
る
耕

起
の
先
後
区
別
等
は
農
民
た
ち
の
長
久
な
経
験
か
ら
成
っ
た
土
壌
知

識
の
累
積
の
結
果
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
』
　
ま
た
『
呂
氏
春
秋
に
記

載
さ
れ
て
い
る
農
法
が
専
ら
春
耕
に
重
点
を
お
い
て
い
る
の
を
み
る

時
、
耕
種
作
業
に
随
伴
す
る
土
壌
処
理
と
、
穫
と
い
う
播
種
後
の
覆

土
作
業
の
重
要
性
も
初
め
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
土
壌
処

理
の
高
度
化
を
み
る
と
き
、
産
量
春
秋
の
農
法
が
「
来
否
耕
」
と
い

う
農
具
の
原
始
性
を
前
提
と
し
て
類
推
し
過
度
に
そ
の
農
法
自
体
を

原
始
農
法
と
評
価
処
理
す
る
見
解
に
は
そ
の
ま
ま
同
意
し
か
ね
る
』

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
戦
国
時
代
農
業
に
お
け
る
土
壌
知
識
の
発
達
に
つ
い
て
は
、

早
く
楊
寛
氏
の
『
戦
国
史
』
（
引
4
）
に
も
禺
貢
を
資
料
と
し
て
記
述

さ
れ
て
い
る
が
、
関
氏
は
資
料
を
博
捜
し
、
こ
れ
に
周
到
な
考
察
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
関
民
は
、
以
上
の
如
き
土
壌
処
理
技
術
を
ま
台
に
そ
の
上
に

成
る
播
種
お
よ
び
整
苗
技
術
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
播
種
技
術
を

あ
ら
わ
す
記
事
と
し
て
、
弁
士
篇
の
「
既
種
三
無
行
、
耕
（
茎
）
〔
生
〕

穆
実
長
、
則
晶
相
籍
也
」
の
文
を
と
り
あ
げ
、
西
嶋
氏
の
既
種
－
纈

種
－
密
播
と
す
る
説
を
、
米
田
説
を
参
考
に
し
つ
つ
批
判
し
、
さ
ら

に
『
「
仁
平
」
を
「
七
種
」
と
み
る
見
解
と
こ
れ
を
卓
見
と
追
従
す

る
考
え
に
は
す
ぐ
に
は
同
意
で
き
な
い
』
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
最
後
の
「
こ
れ
を
卓
見
と
追
従
す
る
考
え
」
と
は
私
の
旧
稿
（
引
2
2
）

の
説
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
私
は
こ
の
関
玩
論
文
よ
り
前
に
書
い

た
論
文
（
引
2
6
）
に
お
い
て
こ
れ
を
訂
正
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
関
氏
は
弁
土
篇
の

　
　
稼
欲
生
態
塵
、
血
膿
於
堅
者
、
甘
塩
種
、
勿
使
数
亦
無
使
疏
…
…
樹
肥

　
　
無
使
扶
疏
、
樹
境
論
欲
専
断
而
族
居
、
肥
而
扶
疏
則
多
就
、
境
而
野
営

　
　
則
多
死
、

の
記
事
を
引
き
、
こ
れ
は
『
肥
土
に
は
密
播
を
戒
め
、
清
宵
に
は
過

度
に
疎
思
す
る
の
は
禁
物
で
あ
る
と
の
警
句
を
述
べ
た
も
の
』
で
あ

り
、
　
『
以
上
二
つ
の
事
例
を
通
じ
て
弁
土
篇
の
播
種
法
が
条
播
法
を

述
べ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
明
確
な
も
の
と
断
定
す
る
の
は
む
つ

か
し
い
。
し
か
し
整
苗
法
に
対
す
る
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
条

播
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
』
と
し
て
、
任
地
篇
の

　
　
墨
柄
尺
、
此
其
雷
斧
、
其
褥
六
寸
、
所
以
間
稼
也
、

を
引
い
て
言
う
、
　
『
こ
れ
は
除
草
お
よ
び
整
苗
工
具
で
あ
る
褥
は
柄
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長
が
一
尺
で
あ
り
、
褥
刃
は
幅
が
六
寸
で
あ
り
、
こ
の
一
尺
と
六
寸

と
い
う
の
が
引
攣
の
尺
度
と
な
る
と
の
語
で
あ
る
。
仮
令
褥
を
使
用

し
て
整
苗
を
す
る
と
き
は
畢
寛
畝
ま
た
は
酬
に
入
り
立
っ
て
す
る
で

あ
ろ
う
か
ら
、
身
柄
一
尺
と
い
う
尺
度
は
苗
の
条
行
と
条
耳
聞
の
間

隔
を
表
示
す
る
尺
度
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
褥

玉
章
六
寸
は
一
条
に
な
っ
て
い
る
苗
行
草
に
辮
を
入
れ
株
間
を
間
隔

あ
る
よ
う
に
す
る
の
で
苗
株
と
苗
株
間
の
整
苗
間
隔
の
尺
度
を
表
示

し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
か
く
み
る
と
き
一
尺
と
六
寸
と
い
う
尺

度
は
条
間
間
隔
が
褥
柄
の
長
さ
と
同
じ
一
尺
に
な
り
、
苗
株
間
の
間

隔
が
褥
刃
の
幅
と
同
じ
六
寸
に
な
る
と
の
整
苗
時
の
尺
度
で
あ
る
の

は
明
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
播
種
は
初
め
か
ら
一
尺
引
攣
に
条
播

す
る
の
を
原
則
と
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
』

　
た
し
か
に
「
播
種
は
初
め
か
ら
一
尺
間
隔
に
条
播
す
る
の
が
自
然

で
あ
る
」
と
私
も
思
う
が
、
そ
れ
な
ら
苗
株
間
を
六
寸
に
魚
苗
す
る

以
上
、
こ
れ
も
は
じ
め
か
ら
六
寸
間
隔
に
点
播
し
、
整
落
作
業
に
お

い
て
強
い
苗
を
残
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
閲
氏
は
さ
ら
に
弁
土
倉
の
、

茎
個
有
行
、
故
楽
長
、
　
〔
強
〕
弱
不
相
害
、
故
北
大
、
雪
行
必
得
、
縦

行
幽
遠
、
正
餐
行
、
通
其
風
、
…
…
苗
其
弱
也
欲
心
、
其
長
也
欲
相
与

　
　
居
、
其
熟
也
欲
相
扶
、
是
故
三
幅
為
族
、
乃
多
粟
、

と
い
う
「
条
行
の
必
要
な
こ
と
を
言
い
し
文
」
を
引
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
『
文
中
の
「
衡
行
戦
隊
、
百
行
必
術
」
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
縦

横
に
行
列
を
あ
る
よ
う
に
す
る
と
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
、
苗

が
発
芽
す
る
と
き
行
を
な
し
て
お
れ
ば
速
く
成
長
し
、
強
き
苗
と
弱

き
苗
が
互
に
傷
つ
か
ず
茎
が
速
く
太
く
な
る
。
縦
横
に
行
列
を
保
ち
、

そ
の
行
列
が
直
け
れ
ば
、
通
風
が
良
く
で
き
る
と
い
う
の
は
、
初
生

期
に
は
ま
ば
ら
に
居
る
こ
と
を
願
い
、
成
長
す
れ
ば
、
互
に
扶
持
せ

ん
こ
と
を
願
い
、
成
熟
す
れ
ば
折
鶴
さ
れ
ざ
ら
ん
が
た
め
に
互
に
扶

持
せ
ん
こ
と
を
願
う
故
に
苗
株
間
は
適
当
な
間
隔
を
お
い
て
苗
三
本

が
族
生
す
る
よ
う
に
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
苗
が
「
三
以
為
族
」
し
、
　
「
衡
行
必
得
、
縦
夢
野
術
」
す

る
と
き
通
風
が
よ
く
、
　
「
速
耳
」
　
「
速
大
」
す
る
の
で
あ
る
。
広
畝

散
講
説
を
主
張
す
る
西
嶋
氏
は
こ
の
文
を
癬
に
よ
る
整
苗
作
業
を
言

い
し
文
と
推
定
し
て
、
播
種
も
畝
上
全
面
に
し
た
後
に
苗
が
発
芽
成

長
す
れ
ば
褥
で
除
草
お
よ
び
整
苗
を
な
し
、
こ
の
と
き
初
め
て
縦
横

み
な
六
寸
間
隔
に
整
苗
し
行
列
を
な
す
よ
う
に
す
る
と
い
い
、
　
「
衡

行
必
得
、
縦
揺
必
術
」
と
い
う
縦
横
の
行
列
は
苗
生
後
の
整
苗
過
程
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⑧

の
結
果
で
あ
り
、
播
種
方
法
か
ら
き
た
結
果
と
は
見
な
か
っ
た
。
し

か
し
上
記
文
章
の
「
斎
蔵
尺
、
此
其
迄
也
、
其
苗
六
寸
、
所
以
間
門

也
」
と
い
う
言
葉
を
吟
味
す
る
時
、
決
し
て
そ
の
見
解
に
従
い
得
な

い
こ
と
は
次
の
如
き
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
五
時
篇
に

　
　
夫
稼
為
之
者
人
也
、
生
之
者
地
也
、
養
導
者
天
也
、
是
雑
人
西
之
容
足
、

　
　
褥
之
容
褥
、
拠
転
註
手
、
此
貧
鉱
耕
道
、

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
瓶
華
注
に
「
謂
根
苗
画
数
之
間
也
」
と
あ
る

を
み
れ
ば
、
こ
れ
は
禾
穀
の
生
長
に
お
い
て
人
為
的
培
養
技
術
の
役

割
で
あ
る
段
階
的
苗
根
疏
密
度
を
表
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま

・
だ
畢
玩
の
経
訓
堂
本
校
訂
に
よ
れ
ば
「
褥
業
容
辮
、
拠
之
容
手
」
を

　
「
充
倉
子
作
褥
郵
程
擾
、
転
面
容
手
」
と
し
て
い
る
。
原
文
の
ま
ま

だ
と
す
る
と
、
寒
雲
時
の
間
隔
は
瓦
器
が
入
れ
る
間
隔
に
し
、
転
三

時
（
再
褥
時
？
）
に
は
そ
れ
よ
り
せ
ま
い
間
隔
で
あ
る
手
が
入
れ
る
程

の
聞
隔
に
な
る
よ
う
に
す
る
と
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
充

倉
子
に
従
え
ば
「
褥
苗
時
」
に
は
褥
器
（
ホ
、
ミ
っ
・
）
が
入
れ
る
程
の

間
隔
に
し
、
転
苗
時
に
は
手
が
入
れ
る
間
隔
に
す
る
と
の
こ
と
で
あ

　
る
。
両
老
み
な
褥
転
作
業
技
術
に
お
け
る
苗
根
の
間
隔
を
表
示
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
前
の
段
階
で
あ
る
「
稼
之
容
足
」
は
播
種

段
階
を
表
わ
す
文
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
、
播
種
は
人

足
が
入
れ
る
間
隔
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
地
作
業
時
を

想
像
す
れ
ば
、
次
の
段
階
で
あ
る
辮
必
備
の
工
具
で
あ
る
王
春
幅
よ

り
広
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
少
な
く
と
も
播
種
溝
を
作

成
す
る
道
具
（
霜
P
）
の
画
幅
以
上
の
広
さ
一
組
を
想
定
す
れ
ば
八

寸
以
上
、
褥
器
を
想
定
す
れ
ば
結
盟
の
長
さ
で
あ
る
尺
を
、
苗
の
播

種
溝
と
次
の
播
種
溝
閥
の
間
隔
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
苗
行
と
苗
行
間
の
間
隔
で
あ
る
条
行
間
は
八
寸
乃
至
一
尺
に
な

る
と
の
推
定
で
あ
る
。
か
．
く
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
に
て
は
初
め

か
ら
条
播
が
前
提
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
類

推
し
て
前
述
し
た
弁
土
篇
の
苗
籟
条
で
あ
る
　
「
既
種
而
無
行
」
　
と

「
茎
生
有
行
」
と
を
み
る
と
、
そ
の
播
種
法
は
散
播
法
で
な
く
条
播

法
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。
』

　
以
上
、
闘
氏
の
条
播
説
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
が
、
関
氏
は
さ

ら
に
紅
土
篇
の
「
故
其
出
藍
、
長
其
兄
而
罪
障
弟
」
　
「
不
知
稼
者
、

其
事
也
、
去
其
兄
而
養
其
弟
」
と
い
う
褥
転
技
術
の
要
領
を
説
明
し

た
句
節
を
引
用
し
て
、
　
『
万
一
散
播
説
に
従
え
ば
、
そ
の
散
苗
方
法

は
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
不
知
稼
者
の
手
法
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ

な
れ
ば
縦
横
六
寸
平
内
に
居
る
苗
は
み
な
除
去
し
て
し
ま
う
の
で
、
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生
長
不
失
し
た
苗
が
残
る
現
象
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

即
ち
「
去
其
兄
而
養
其
弟
」
と
な
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
』
と
述
べ
、
　
『
以
上
に
列
挙
し
た
史
料
は
そ
の
解
釈
を
綜
合
し
て

み
る
と
、
条
播
法
と
発
芽
後
の
縦
列
苗
の
六
寸
間
隔
美
事
法
は
す
で

に
呂
氏
春
秋
時
代
の
農
法
に
お
い
て
確
立
し
て
い
た
も
の
と
論
証
さ

れ
る
』
と
結
論
し
て
い
る
。

　
条
播
法
に
つ
い
て
は
、
私
も
ほ
ぼ
同
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
条
播
法
で
も
ま

ぬ
が
れ
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
条
播
説
に
米
田

説
を
導
入
し
て
、
条
行
に
沿
う
て
点
播
（
ほ
ぼ
六
寸
間
隔
）
す
る
の

が
一
番
合
理
的
で
あ
る
。
点
播
と
い
う
こ
と
は
史
料
的
に
は
出
て
こ
・

な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
呂
氏
春
秋
時
代
の
農
法
に
想
定
す
る
こ
と

は
何
ら
不
都
合
は
な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
六

　
つ
ぎ
に
は
い
よ
い
よ
こ
の
論
文
の
中
心
で
あ
る
第
四
節
「
任
地
篇

八
寸
紹
の
性
格
」
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

　
閾
氏
は
言
う
。
　
『
任
地
篇
の
是
肉
月
尺
一
親
、
所
以
成
畝
也
、
其

博
八
寸
、
所
以
成
馴
也
と
い
う
文
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
こ
の

時
代
の
農
業
の
基
太
要
具
で
あ
る
親
に
対
す
る
規
格
を
明
示
し
た
も

の
で
、
こ
の
紹
を
八
寸
親
と
名
付
け
る
。
こ
の
聖
節
の
意
味
「
は
、
絹

の
長
さ
六
尺
が
畝
の
広
さ
と
な
り
、
刃
幅
八
寸
が
剛
の
広
さ
に
な
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
給
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
畝
（
朧
）
と
酬

と
は
如
何
な
る
形
状
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
前
記
し
た
ご

と
く
、
夏
氏
は
そ
の
校
釈
に
お
い
て
任
地
篇
の
八
寸
紹
に
よ
る
酬
を

機
工
記
の
一
尺
剛
と
同
一
な
も
の
と
解
釈
し
て
畝
と
酬
の
関
係
を

「
畝
の
両
．
側
面
は
当
然
に
傾
斜
し
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
畝
の
下
基

は
相
接
し
て
お
り
、
酬
の
上
面
は
一
尺
幅
に
な
る
の
で
、
従
っ
て
畝

の
上
面
の
広
さ
は
実
際
に
は
五
尺
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
た
（
引
6
）
。

　　　　　　　　　　　讃　　一・1

（第一図）
討
　
6
寸
●
’

●
o
●
9
●

剣

酬訓

（第二図）

そ
し
て
こ
の
五
尺
聖
上

の
播
種
は
作
物
即
行
の

広
さ
が
一
尺
、
条
行
間

の
距
離
も
一
尺
、
畝
の

両
側
に
一
尺
つ
つ
の
地

面
が
の
こ
る
。
苗
の
条

行
と
条
間
が
任
地
篇
の

褥
柄
一
尺
は
標
準
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
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て
い
る
（
第
一
図
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
大
島
氏
は
夏
氏
の
酬
畝
作
成
方
法
に
賛
成
し
、
た

だ
任
地
篇
の
高
湿
注
「
辮
所
以
転
部
也
、
刃
広
六
寸
、
所
以
入
下
間

也
」
を
適
用
し
て
、
第
二
図
と
同
じ
く
、
苗
の
行
列
を
整
箇
・
除
草

を
通
じ
て
苗
の
間
隔
を
六
寸
に
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
畝
上

繭
説
を
主
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
氏
は
弁
土
篇
に
お
け
る
播
種
は
五
尺

幅
の
嵩
上
に
だ
け
行
な
わ
れ
、
剛
に
播
種
す
る
こ
と
は
上
田
に
お
い

て
も
考
え
ら
れ
て
お
ら
ぬ
の
で
、
畝
上
だ
け
に
二
条
乃
至
三
条
の
播

種
を
す
る
播
種
法
と
な
さ
れ
、
ま
た
任
地
篇
の
農
法
に
お
い
て
は
、

畝
と
購
の
整
地
方
法
は
湿
土
篇
と
同
一
で
あ
る
が
、
上
田
（
高
早
田
）

貫川 臼川

（第三図）

と
下
田
（
低
湿
田
）
に
お
け
る
播
種
は
顕
著
な

差
異
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
下
田
に
て

は
弁
土
篇
と
同
一
に
畝
上
に
播
種
す
る
も
の
で

あ
り
、
上
田
に
お
い
て
は
畝
上
に
浅
い
播
種
溝

を
掘
り
、
そ
の
睡
中
に
播
種
す
る
こ
と
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
た
（
第
三
図
X
引
2
2
）
。
こ
れ
に
対
し

て
西
嶋
氏
は
畝
と
剛
に
関
す
る
旧
稿
に
て
の
推

定
を
訂
止
さ
れ
、
畝
上
の
広
さ
五
尺
二
寸
、
鴫

の
広
さ
八
寸
に
よ
っ
て
一
畝
が
形
成
さ
れ
る
と

畷

↓

馴

　　蝉

ト与牡　　…暉寸一

　　　　　　（第四図）

さ
れ
、
播
種
法
は
五
尺
二
寸
の
田
上
に
散
話
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
た
（
第
四
図
）
。
』
　
、

　
こ
の
よ
う
に
閾
氏
は
従
来
の
説
を
紹
介
し
た

の
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
以
上
の
如
く
先
学
た
ち
の
検
討
し
た
任

地
・
弁
土
篇
の
作
畝
・
播
種
技
術
は
、
散
播
と

条
播
と
の
差
は
あ
れ
ど
、
這
這
方
法
に
対
す
る

見
解
に
は
一
畝
一
鴫
と
い
う
考
工
記
の
観
念
が

史
料
解
釈
の
大
き
な
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
筆
者
が
見
る
呂
氏
春
秋
の
農
法
分
析
の
視
角
を
前
以
て
提
示

す
れ
ば
、
漢
書
食
貨
志
の

　
　
、
一
定
三
剛
、
歳
一
処
、
故
日
代
田
、
古
法
也
、
盾
稜
始
剛
田
…
…
一
畝

　
　
三
訂
、
一
夫
三
百
酬
、
而
播
種
於
壷
中
、

と
あ
る
代
田
法
に
対
す
る
班
固
の
説
明
中
コ
畝
三
酬
」
と
い
う
作

畝
技
術
が
、
そ
し
て
「
剛
田
」
と
い
う
剛
中
播
種
法
が
、
代
田
法
以

前
の
農
法
と
し
て
先
週
時
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
み
る
の
で

あ
り
、
こ
の
、
古
法
が
呂
氏
春
秋
の
農
法
と
関
連
す
る
も
の
と
す
る
推

定
で
あ
る
。
前
記
し
た
一
二
三
酬
説
と
ち
が
う
点
は
、
畝
と
酬
の
大

き
さ
と
播
種
技
術
に
関
す
る
別
の
解
釈
に
あ
る
。
』
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私
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
閲
氏
の
「
呂
氏
春
秋
の
農
法
分
析
の
視
角
」

は
す
ぐ
れ
た
も
の
と
思
う
。
私
も
班
固
が
古
法
と
し
て
述
べ
て
い
る

一
畝
三
剛
と
劇
中
播
種
法
が
代
田
法
以
前
の
農
法
と
し
て
先
秦
時
代

に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
思
う
し
、
こ
の
古
法
が
呂
氏
春
秋
の
農

法
と
関
連
す
る
も
の
と
思
う
。
ま
た
私
は
代
田
法
は
牛
耕
に
よ
っ
て

朧
と
闘
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
戦
国
時
代
す
で
に
一

部
で
は
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
呂
氏
春
秋
の
農
法
は
、

人
力
に
よ
っ
て
親
を
使
用
し
て
朧
と
剛
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

代
田
法
と
同
じ
で
は
な
く
、
そ
の
先
行
形
態
と
し
て
考
え
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
関
氏
が
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
コ
朧
一
酬
」

と
い
う
先
入
観
か
ら
来
た
誤
解
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て

私
と
し
て
も
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
以
下
の
関
氏
の
説
を
見

て
ゆ
き
た
い
。
た
だ
そ
の
前
に
、
も
う
一
つ
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
関
氏
が
私
の
説
を
紹
介
し
て
、
任
地
篇
の
「
上
田
に
お
い
て
は

面
上
に
浅
い
播
種
溝
を
掘
り
、
そ
の
溝
中
に
播
種
す
る
こ
と
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

私
は
「
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
」
と
い
い
、
ま
た
そ
の

後
の
と
こ
ろ
で
、
任
地
篇
に
は
「
上
田
で
は
棚
に
播
種
さ
れ
る
と
寵
る

さ
れ
て
い
る
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
は
決
し
て
上
田
に
お
け
る
例

外
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
農
法
が
高
旱
田
の
多
い
華
北

の
地
で
創
始
さ
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
は
じ
め
に
畝

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も

の
上
に
、
二
条
の
や
や
深
い
み
ぞ
を
作
っ
て
播
種
し
た
と
こ
ろ
髪
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

果
を
得
た
の
で
、
そ
の
み
ぞ
が
次
第
に
深
く
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
掌
篇
あ
っ
た
剛
と
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
に
な
り
、
　
一
理
三
隅

の
制
と
な
り
、
さ
ら
に
歳
ご
と
に
剛
と
畝
の
処
を
代
え
る
、
い
わ
ゆ

る
代
田
法
の
成
立
と
な
る
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
引
2
2
）
。
私

が
「
や
や
深
い
」
と
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
一
般
の
播
種
溝
よ
り
深

い
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
代
田
法
と
の
関
連

も
考
え
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
浅
い
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
っ

て
は
、
私
と
し
て
は
立
つ
瀬
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
閾
氏
は
以
上
の
よ
う
に
「
呂
氏
春
秋
の
農
法
分

析
の
視
角
」
を
提
示
し
た
あ
と
、
畝
と
剛
と
の
関
係
を
中
心
に
作
畝

法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
は
閲
氏
論
文
の
中
心
点
で
あ
る
の

で
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
紹
介
し
た
い
。

　
『
前
掲
し
た
任
地
篇
の
「
是
以
六
尺
至
親
、
所
以
成
畝
也
、
其
博

八
寸
、
所
以
成
丈
也
」
と
い
う
紹
の
規
定
は
、
粗
長
六
尺
は
面
積
一

如
の
幅
、
刃
広
八
寸
は
そ
の
痢
に
作
成
さ
れ
る
瑚
の
大
き
さ
を
表
示
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し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
世
上
条
播
説
を
主
張
す
る
人
た
ち
が
、

こ
の
八
寸
を
一
尺
と
み
た
の
は
、
朧
の
広
さ
五
尺
を
前
も
っ
て
設
定

し
て
お
き
、
こ
れ
を
一
畝
の
広
さ
六
尺
か
ら
除
い
た
ら
一
尺
が
余
り
、

こ
の
一
尺
と
八
寸
が
近
似
値
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
ま
た
考
工
記
の

記
事
と
代
田
法
の
記
事
が
両
方
と
も
馴
広
一
尺
で
あ
る
こ
と
を
勘
案

し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
、
そ
し
て
八
寸
粗
で
酬
を
作
成
す
る
と
き
現

実
的
に
は
地
面
に
作
ら
れ
た
酬
の
広
さ
は
そ
れ
よ
り
大
き
い
と
の
計

算
よ
り
下
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
万
一
こ
の
見

解
に
従
い
、
八
寸
長
さ
を
一
尺
と
す
る
愚
子
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

任
地
篇
の
粗
を
規
定
し
た
文
に
お
い
て
組
長
六
尺
の
六
尺
も
こ
の
勢

子
に
よ
っ
て
ほ
か
の
数
字
で
表
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
同
一
文
章
に
一
つ
は
十
寸
一
尺
の
尺
子
、
一
つ
は
八
寸
一
尺

の
尺
子
に
よ
っ
て
記
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
常
識
に
て
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
表
記
さ
れ
し
紹
の
長
尾
は
記
事
そ

の
ま
ま
の
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
前
記
文
に
は
一

畝
の
広
さ
と
㎜
の
大
き
さ
だ
け
規
定
し
た
の
で
あ
り
、
畝
（
朧
）
の

数
と
酬
の
数
に
対
し
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
夏
氏
が
畝
上

を
五
尺
と
み
、
そ
の
上
に
二
行
の
条
播
を
推
定
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら

く
弁
臨
書
の

　
　
是
以
畝
広
以
平
、
則
不
熟
本
、
下
生
於
地
者
、
五
分
之
以
地
、

と
い
う
記
事
を
根
拠
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
茎
生
於
地
者
、

五
分
之
以
地
」
を
作
物
行
列
の
標
準
を
言
っ
た
も
の
と
み
て
、
五
尺

畝
面
に
両
行
の
作
物
を
播
種
す
れ
ば
、
行
の
幅
が
一
尺
で
あ
り
、
行

間
も
一
尺
で
あ
る
の
で
、
一
行
は
五
尺
野
面
の
五
分
の
一
を
占
め
る

こ
と
に
な
る
と
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
し
か
し
こ
の
文
は
そ
の

前
に

　
　
其
施
土
也
均
、
均
者
其
生
漉
必
竪
、

と
い
う
培
土
作
業
を
表
わ
す
文
が
あ
り
、
畢
寛
同
じ
内
容
が
叙
述
さ

れ
た
部
分
で
あ
る
の
で
、
従
っ
て
膏
土
等
の
標
準
を
表
示
し
た
部
分

で
あ
っ
て
、
曳
行
の
大
き
さ
を
表
わ
す
文
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の

意
味
は
風
土
を
均
等
に
す
れ
ば
苗
が
強
く
な
り
、
畝
（
朧
）
を
広
平

に
す
れ
ば
根
が
傷
つ
か
ず
苗
の
地
中
部
分
が
全
長
の
五
分
の
一
程
度

に
な
る
よ
う
培
土
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
土
の
標
準

を
表
示
し
た
文
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
が
愚
行
の
大
き
さ
を
現
わ

す
も
の
で
な
い
時
に
は
こ
の
説
は
根
拠
を
う
し
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　
か
く
み
る
と
き
、
結
局
任
地
篇
に
記
載
さ
れ
て
い
る
作
言
に
関
す

る
原
典
に
も
ど
っ
て
こ
れ
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
問
題
解
決
の
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端
緒
を
さ
が
す
以
外
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
任
地
篇
の
畝
と
酬
の
関
係
を
表
示
し
た
記
事
で
あ
る
「
上
田
棄
畝
、

下
田
棄
麟
」
は
、
上
田
（
高
黒
田
）
は
必
中
に
播
種
し
、
下
田
（
低
湿
田
）

は
畝
上
に
播
種
す
る
と
い
う
意
味
な
の
で
、
任
地
篇
と
黒
土
篇
に
説

明
さ
れ
た
農
法
は
下
田
中
心
の
も
の
で
あ
り
、
上
田
と
い
う
高
早
田

は
全
篇
を
通
じ
て
特
殊
な
例
外
的
な
も
の
を
取
扱
っ
て
い
る
と
の
見

解
（
引
5
）
は
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
野

上
播
種
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
き
に
帰
結
さ
れ
る
論
理
で
あ

っ
て
、
上
田
に
お
け
る
㎜
中
播
種
を
考
慮
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。

即
ち
麟
中
播
種
を
上
田
に
お
け
る
普
遍
化
し
た
播
種
法
で
あ
っ
た
と

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
文
で
は
上
田
と
下
田
を
全
く
対
等
に
取
扱
い
な

が
ら
叙
述
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
そ
れ
は
染
工
篇
に
お
い
て

も　
　
上
田
剛
節
其
処
、
下
田
則
尽
其
汗
、

と
い
う
文
に
み
ら
れ
る
如
く
、
上
田
と
下
田
を
対
等
な
位
置
に
お
い

て
お
り
、
ま
た
そ
の
作
畝
法
が
⊃
畝
三
酬
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
次

に
よ
っ
て
検
証
で
き
る
。

　
弁
土
器
の
地
籟
条
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
大
剛
小
量
、
為
青
魚
怯
、
苗
若
鷺
猟
（
骸
）
、
地
籏
之
也
、

と
い
う
文
は
「
大
剛
小
聖
」
の
害
を
い
い
し
も
の
で
あ
り
、
　
「
畝
広

豊
平
、
則
不
裏
罫
」
と
い
う
句
節
と
同
じ
く
「
一
畝
一
剛
」
と
い
う

広
畝
説
の
根
拠
史
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
一
書
三
酬
」

の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
畝
と
剛
の
関
係
は
両
者

の
大
き
さ
が
比
等
す
る
と
き
に
成
立
で
き
る
言
葉
で
あ
る
。
　
コ
畝

一
国
」
の
見
解
の
ご
と
く
畝
が
馴
よ
り
五
倍
を
越
す
も
の
と
す
れ
ば
、

必
ず
し
も
大
剛
小
部
を
警
戒
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
即

ち
「
猟
」
字
を
黒
氏
校
釈
に
従
い
「
髭
」
字
（
馬
の
領
毛
）
と
み
る
と

「
播
種
処
」
で
あ
る
畝
（
朧
）
を
狭
く
し
、
剛
が
大
き
け
れ
ば
、
丁

度
魚
が
陸
に
と
び
上
っ
た
如
く
な
り
馬
の
領
毛
の
如
く
生
長
し
て
苗

根
が
両
側
の
傾
斜
面
に
と
び
出
て
枯
れ
る
か
ら
従
っ
て
土
地
が
苗
を

傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
が

正
し
け
れ
ば
、
播
種
処
で
あ
る
畝
上
は
五
尺
幅
ほ
ど
の
広
い
も
の
で

な
く
、
根
苗
が
傾
斜
し
た
両
側
面
に
と
び
出
す
程
度
の
狭
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
畝
の
両
側
が
低
い
剛
に
な
っ
て
い
る
心
誤
法
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
こ
と
を
知
り
得
る
。
ま
た
同
じ
弁
三
斜
の

　
　
故
畝
欲
広
以
平
、
〔
剛
〕
欲
小
以
深
、
下
汐
陰
、
上
得
陽
、
然
後
威
生
、

と
い
う
文
も
、
上
田
・
．
下
田
両
方
に
適
用
し
得
る
記
事
で
あ
り
、

「
上
田
棄
畝
」
と
「
下
田
翌
翌
」
の
原
則
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
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お
も
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
ま
た
同
篇
に
は
「
所
謂
今
渡
耕
也
、
営
為
無
電
者
」
の
例
を
あ
げ

て　
　
其
為
畝
也
、
高
望
慨
則
沢
奪
、
華
年
塒
、
見
風
則
糠
、
高
魚
脳
抜
、
寒

　
　
則
雛
、
熱
量
脩
、
一
時
而
五
六
死
、
故
不
能
為
来
、

と
し
た
の
が
あ
る
。
こ
の
文
は
下
田
の
と
き
を
い
い
し
が
如
く
、
そ

の
大
意
は
「
そ
の
作
督
す
る
と
い
う
の
が
高
く
て
急
な
れ
ば
、
土
壌

の
水
分
を
保
存
し
得
ず
、
除
草
を
す
れ
ば
く
ず
れ
、
風
が
ふ
け
ば
苗

が
た
お
れ
、
従
っ
て
客
土
を
た
か
く
す
れ
ば
愚
心
が
抜
け
て
し
ま
い
、

寒
け
れ
ば
不
実
し
、
熱
け
れ
ば
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
。
｝
時
に
半
以
上
が

死
ぬ
の
で
収
穫
が
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
作

畝
と
培
土
法
を
富
農
者
の
例
を
と
っ
て
逆
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
二
、
三
の
史
料
を
土
台
に
畝
と
闘
の
形
態
を
考
え
て
み
れ
ば
、

五
尺
ま
た
は
五
尺
二
寸
の
広
畝
を
考
え
る
よ
り
褥
柄
の
長
さ
で
あ
る

一
尺
内
外
の
畝
と
剛
に
み
る
方
が
、
そ
し
て
畝
が
酬
よ
り
も
少
し
広

い
程
度
の
も
の
に
考
え
る
の
が
妥
当
な
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
畝
と
酬
に
対
す
る
見
解
に
任
地
篇
の
「
褥
柄
尺
、
此

面
度
也
、
直
話
六
寸
、
所
以
論
理
也
」
と
い
う
褥
器
の
規
格
を
表
示

し
た
記
事
を
合
せ
て
み
る
と
き
、
軽
愚
春
秋
の
農
法
に
お
け
る
作
畝

法
は
次
の
如
き
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
即
ち
組
長
六
尺
を
面
積
単
位

一
撃
の
幅
と
し
、
上
田
と
下
田
共
に
共
通
的
に
八
寸
親
が
置
土
を
一

方
に
掘
り
上
げ
る
。
そ
の
掘
り
あ
げ
た
量
が
多
い
土
壌
で
畝
（
朧
）

が
形
成
す
る
の
に
、
畝
の
広
さ
は
話
柄
の
長
さ
で
あ
る
一
尺
ま
た
は

褥
刃
二
つ
が
入
れ
る
一
尺
二
寸
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
す
れ
ば
毎
二

尺
広
さ
の
地
面
に
は
一
㎜
二
朧
が
作
成
さ
れ
、
六
尺
一
驚
面
積
に
は

三
剛
三
朧
、
百
畝
の
土
地
に
は
三
百
酬
と
三
百
朧
が
作
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
第
五
図
と
同
じ
作
配
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
剛
の

大
き
さ
は
任
地
篇
の
八
寸
紹
で
形
成
さ
れ
る
た
め
そ
の
広
さ
も
八
寸

に
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
寮
、
朧
（
畝
）
の
広
さ
を
｝
尺
二
寸
に
推

　
　
　
　
　
　
　
　
定
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、

に寸y＋t2寸

E川
Hjli

　　1畝
一6尺層
（第五図）

／

明

　
ω
褥
柄
一
尺
が
興
行
と
専
行
と
の
間
隔
に
な

る
と
の
規
定
に
よ
る
。
下
田
の
と
き
は
朧
…
上
に

条
播
す
る
播
種
法
と
な
る
の
は
毒
言
を
要
し
な

い
が
、
そ
う
す
れ
ば
条
行
間
は
八
寸
に
し
か
な

ら
な
い
、
し
か
し
苗
根
が
㎜
に
出
な
い
よ
う
に

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
弁
土
樽
の
教
訓
を
考
え

れ
ば
、
畝
（
朧
）
上
に
八
寸
紹
に
よ
っ
て
浅
い

播
種
溝
が
掘
ら
れ
そ
の
溝
に
条
播
さ
れ
覆
土
さ
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・

れ
る
の
で
、
苗
生
後
に
も
苗
が
立
っ
て
い
る
部
分
は
剛
の
広
さ
と
同

じ
朧
の
中
央
部
分
に
位
置
し
、
最
少
限
朧
の
両
側
は
各
二
寸
程
度
の

空
地
が
の
こ
る
。
そ
う
す
れ
ば
苗
行
間
隔
が
一
尺
二
寸
程
度
に
な
る
。

し
か
し
苗
が
成
長
し
て
褥
作
業
を
す
る
時
期
に
到
れ
ば
、
苗
茎
が
太

く
な
り
、
苗
行
問
は
褥
柄
が
入
れ
る
一
尺
程
度
に
な
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
任
地
篇
の
褥
転
史
料
と
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
上
田
の
と
き
に

も
八
寸
の
路
費
に
条
播
さ
れ
、
褥
転
時
に
朧
土
を
け
ず
っ
て
培
土
す

れ
ば
苗
行
間
隔
も
亦
是
一
尺
程
度
と
な
り
、
こ
れ
も
史
料
と
矛
盾
し

な
い
。

　
②
こ
の
推
定
は
ま
た
弁
土
篇
の
「
大
闘
小
官
」
の
害
と
「
畝
欲
広

以
平
、
」
㎜
〕
欲
小
以
深
」
と
い
う
史
料
と
も
矛
盾
し
な
い
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
マ
マ

た
煮
湯
の
「
営
為
無
穫
者
」
の
史
料
か
ら
甑
、
5
え
ら
れ
る
作
話
法
と
も

一
致
す
る
た
め
で
あ
る
。
即
ち
畝
（
朧
）
を
酬
と
同
じ
く
一
尺
広
さ
・

の
大
き
さ
に
す
れ
ば
、
上
田
の
と
き
は
良
い
が
、
下
田
の
と
き
は
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ
へ

が
「
高
話
危
言
畔
豆
…
…
」
と
い
う
形
便
に
な
っ
て
し
ま
い
、
畝
が

酬
よ
り
広
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
言
葉
と
対
立
し
て
し
ま
う
。

　
③
褥
柄
一
尺
が
苗
行
間
隔
を
規
定
し
た
と
同
じ
く
二
兎
六
，
丁
も
苗

株
間
隔
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
し
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
苗
株
を
六
寸
の
簡
隔
が
あ
る
よ
う
に
す
る
実
際

作
業
は
下
田
に
お
い
て
は
両
側
の
酬
に
両
足
を
ふ
ん
で
苗
を
除
去
す

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
八
寸
以
上
幅
の
苗
を
一
ぺ
ん
で
六
寸
辮
で
除
去

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
少
限
二
回
の
手
褥
に
よ
っ
て

可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
辮
三
幅
の
二
倍
は
一
尺
二
寸
畝
幅
と
一
致
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
の
ヤ
　
マ

　
ω
漢
学
瀟
何
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
九
章
算
術
巻
五
商
工
に
掲
載
せ

ら
れ
た
一
例
題
が
呂
氏
春
秋
の
作
憲
法
と
同
一
の
問
題
と
み
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
（
引
2
4
）
。
即
ち

　
　
今
有
穿
地
積
一
万
尺
、
問
、
為
堅
壌
各
幾
何
、
答
臼
、
為
堅
七
千
五
百

　
　
尺
、
為
壌
一
万
二
千
五
百
尺
、
衛
日
、
立
地
四
、
為
壌
五
、
壌
謂
息
土
、

　
　
為
竪
三
、
堅
為
紅
土
、
為
櫨
四
、
壇
謂
穿
坑
、
此
皆
其
常
率
、

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
礼
讃
春
秋
の
作
畝
は
、
こ
の
例
題
の
万
分
之

一
規
模
に
縮
小
し
て
想
定
す
れ
ば
で
き
る
。
呂
氏
春
秋
に
お
い
て
は
、

堅
（
心
土
）
と
い
う
の
は
広
深
各
七
寸
五
分
に
掘
り
お
こ
す
と
き
の

排
土
を
さ
し
、
そ
の
排
土
を
地
表
に
広
一
尺
二
寸
五
分
の
壌
（
息
土
）

に
積
立
す
る
と
き
、
こ
の
堅
と
壌
の
比
率
は
一
二
対
五
の
配
分
に
な
る

こ
と
を
「
術
日
」
で
指
示
し
て
お
る
。
九
章
鋒
術
の
方
法
で
作
畝
す

る
と
す
る
と
、
任
地
篇
の
裕
は
八
寸
な
の
で
七
寸
程
度
の
深
さ
に
堅

を
ほ
り
、
一
尺
二
寸
の
壌
に
積
立
す
れ
ば
そ
の
目
的
は
達
成
で
き
る
。
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以
上
で
は
任
地
篇
の
八
寸
組
の
性
格
に
対
し
て
長
く
論
じ
て
き
た
。

要
は
呂
氏
春
秋
の
農
法
の
要
諦
で
あ
る
畝
と
闘
の
形
態
を
決
定
し
た

の
が
、
こ
の
八
寸
紹
と
い
う
工
具
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
と
後
続
す
る

時
代
の
農
法
と
は
区
別
さ
れ
る
「
呂
氏
春
秋
の
農
法
」
と
い
う
新
し

い
農
業
技
術
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
し
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

　
そ
れ
で
は
任
地
篇
の
八
寸
親
は
具
体
的
に
は
先
後
の
時
代
の
絹
と

ど
の
よ
う
な
性
格
上
の
差
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
解

明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
酬
の
性
格
に
も
連
結
さ
れ
る
閲
題
で
あ

．
る
。
呂
氏
春
秋
に
先
ん
じ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
周
覧
考
工
記
匠
人

条
の
紹
は

　
　
匠
人
為
重
池
、
霜
広
五
寸
、
二
霜
為
綱
、
一
網
之
伐
、
．
広
尺
深
尺
、
謂

　
　
之
剛
、

と
い
う
広
さ
五
寸
の
紹
で
あ
り
、
剛
は
二
紹
の
綱
耕
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
る
の
で
広
さ
一
尺
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
続
す
る
漢
代
の
代
田

法
の
紹
は

　
　
過
能
為
代
田
、
一
望
三
富
、
歳
下
血
、
故
闘
代
田
、
古
法
也
、
后
穫
始

　
　
剛
田
、
以
二
紹
為
綱
、
広
紅
雨
尺
田
剛
、
長
終
畝
、

と
い
う
漢
書
食
貨
志
の
唯
一
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
周
礼
と
同
一
な
二

紹
に
よ
る
綱
耕
に
よ
っ
て
一
尺
瑚
が
作
成
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
五

寸
絡
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
代
田
法
の
酬
は
牛
耕
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
の
が
確
実
ら
し
い
の
で
、
代
田
法
の
剛
は
趙
過
に

よ
っ
て
新
し
く
発
明
さ
れ
た
三
音
（
三
洋
黎
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

と
す
る
の
が
定
説
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
引
1
7
．
1
4
）
。
こ
の
梨
は
紹
の
大

き
さ
が
各
女
一
尺
広
さ
で
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
清
の
程
藩

田
は
彼
の
通
芸
録
に
て
周
礼
の
剛
と
代
田
法
の
酬
の
性
格
を
区
別
し

て
「
一
つ
は
一
畝
一
酬
、
田
間
通
水
の
麟
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
一
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

三
酬
、
播
種
行
列
の
剛
」
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
の
程
氏
の
剛
に
対

す
る
定
義
と
代
田
法
の
剛
が
梨
親
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
を
勘
案

す
れ
ば
、
呂
氏
春
秋
任
地
篇
の
八
寸
組
は
前
後
期
の
紹
と
は
別
種
の

も
の
で
あ
る
の
を
知
り
う
る
。
換
言
す
れ
ば
年
礼
よ
り
代
田
法
に
発

展
す
る
中
間
期
の
絹
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
周
礼
考
工
記

の
紹
は
広
五
寸
、
呂
氏
春
秋
の
組
は
広
八
寸
、
代
田
法
の
紹
は
広
一

尺
で
あ
っ
て
、
大
き
さ
が
各
各
ち
が
い
、
ま
た
各
各
の
絹
は
そ
の
用

途
も
ち
が
う
。
澗
礼
の
給
は
二
親
の
綱
耕
に
よ
る
田
間
水
流
酬
の
作

成
に
、
そ
し
て
代
田
法
の
耗
は
三
攣
で
播
種
溝
で
あ
る
三
剛
を
一
度

に
作
成
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
の
に
比
し
て
、
亜
科
春
秋
の
翔
は
下

田
に
お
い
て
は
水
流
酬
作
成
に
、
上
田
に
お
い
て
は
播
種
酬
の
作
成

に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
原
則
的
に
は
手
労
働
に
よ
っ
て
一
回
一
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条
つ
つ
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
』

七

　
以
上
で
閾
氏
論
文
の
主
な
論
点
は
ほ
ぼ
紹
介
し
お
わ
っ
た
が
、
そ

れ
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
前
に
、
こ
の
論
文
の
「
結
語
」
の
全
文

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
『
以
上
に
て
叙
述
し
た
呂
氏
春
秋
の
農
業
技
術
を
要
約
す
る
と
、

　
ω
任
地
篇
の
八
寸
紹
は
周
礼
考
工
記
の
五
寸
親
と
漢
代
代
田
法
の

一
尺
組
と
は
全
く
性
格
の
異
る
工
具
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
寸
紹

が
一
望
一
聯
制
に
お
け
る
水
流
剛
の
作
成
工
具
で
あ
り
、
一
尺
給
が

播
種
麟
の
作
成
工
具
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
下
田
に
お
い

て
は
水
流
麟
の
作
成
用
に
、
上
田
に
お
い
て
は
播
種
酬
の
作
成
に
も

両
用
に
使
用
さ
れ
た
性
格
の
新
し
い
粗
で
あ
り
、
こ
れ
は
周
礼
時
代

か
ら
閃
耀
に
う
つ
る
過
渡
期
に
使
用
さ
れ
た
工
具
で
あ
っ
た
。

　
②
こ
の
八
寸
給
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
畝
と
酬
の
関
係
は
「
一
蹴

一
馴
」
と
い
う
一
畝
（
六
尺
）
の
面
積
に
五
尺
畝
と
一
尺
㎜
…
が
作
成

さ
れ
る
作
畝
法
で
は
な
く
、
ま
た
代
田
法
の
ご
と
く
畝
と
闘
が
両
方

と
も
一
尺
ず
つ
の
作
畝
法
と
も
ち
が
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
陣
三
洋

の
作
善
法
な
る
点
に
お
い
て
代
田
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
八
寸
広
さ

の
酬
と
一
尺
二
寸
広
さ
の
畝
（
朧
）
が
一
条
ず
つ
交
代
に
並
ぶ
．
従

っ
て
一
畝
（
六
尺
）
面
積
に
は
三
瀧
三
剛
が
作
成
さ
れ
る
作
畝
法
で

あ
っ
た
。

　
㈲
そ
の
播
種
法
は
下
田
に
お
い
て
は
一
尺
二
寸
の
盤
上
に
条
播
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
代
田
法
の
ご
と
く
播
種
器
に
よ
る
の
で
な

く
、
手
条
播
す
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ
は
縷
種
と
い
う
方
法
で
あ
っ

た
。　

ω
褥
転
方
法
は
こ
の
よ
う
な
縷
種
に
よ
っ
て
条
播
し
た
苗
が
成
長

す
れ
ば
、
柄
長
一
尺
、
刃
広
六
寸
の
褥
で
培
土
と
整
苗
を
す
る
が
、

一
尺
間
隔
に
行
列
を
な
し
て
い
る
即
行
を
六
寸
間
隔
に
整
苗
を
な
し
、

あ
た
か
も
六
寸
間
隔
に
点
播
し
た
如
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
結

果
、
縦
に
は
一
尺
間
隔
、
横
に
は
六
寸
間
隔
に
秩
序
あ
る
摂
行
が
つ

く
ら
れ
た
が
、
各
苗
株
は
「
細
形
為
族
」
す
る
強
苗
だ
け
残
し
て
成

長
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
代
田
法
と
異
る
点
は
代
閏
法
が

酬
中
に
条
播
し
、
株
間
整
苗
を
し
な
い
の
に
比
し
、
株
間
辮
地
を
す

る
点
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
業
技
術
が
呂
氏
春
秋
の
農
法
と
す
れ
ば
、
こ
の
農

法
の
性
格
を
決
定
し
た
の
は
任
地
篇
の
八
寸
親
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

各
農
法
は
親
と
い
う
工
具
の
推
移
に
随
伴
し
て
変
化
発
達
し
て
い
っ
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た
と
言
え
る
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
古
代
中
国
の
農
法
は
巨
視
的
に

把
握
し
て
、
畝
上
播
種
か
ら
剛
中
播
種
に
発
達
し
て
い
っ
た
と
言
え
、

そ
の
過
程
中
に
昌
氏
春
秋
の
撲
法
は
一
つ
の
過
渡
期
的
農
法
と
し
て

の
位
置
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
推
論
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
播
種
処
の
推
移
は
中
国
古
代
の
主
穀

が
禾
黍
な
ど
の
高
度
の
耐
畢
作
物
か
ら
よ
り
水
分
を
多
量
に
必
要
と

す
る
麦
作
に
変
じ
て
い
っ
た
こ
と
と
対
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
今
ま
で
の
下
田
だ
け
に
栽
培
さ
れ
た
冬
麦
等
が
漸

次
上
田
に
て
も
栽
培
可
能
に
な
り
。
こ
れ
に
最
も
効
果
的
な
栽
培
法

と
し
て
新
し
く
登
場
し
た
農
法
が
寝
癖
播
種
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
戦
園
諸
侯
た
ち
の
富
国
強
兵
策
の
一
つ
と
し
て
鋭
意

．
推
進
し
た
重
農
政
策
が
こ
の
よ
う
な
農
法
登
場
の
政
治
的
背
景
で
あ

っ
た
と
の
推
定
で
あ
る
。
君
主
の
権
力
拡
大
の
た
め
に
は
郡
県
制
に

よ
る
人
頭
的
な
農
罠
支
配
（
引
1
3
．
1
9
）
と
そ
れ
の
た
め
の
物
的
基
盤
で

あ
る
公
田
の
拡
大
（
引
1
1
．
9
）
が
重
大
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

即
ち
君
主
は
新
墾
地
開
拓
と
灌
漉
施
設
そ
の
他
に
よ
っ
て
私
有
地
で

あ
る
公
田
を
拡
大
取
得
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
戦
国
時
代
に
入

り
ま
す
ま
す
強
力
に
推
進
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
記
鎌
に
よ
く

撚
る
「
目
縁
母
地
」
が
公
田
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
乾
燥
の
た
め
不
毛

の
荒
地
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
た
河
川
か
ら
遠
い
高
地
、
で
な
け
れ

ば
河
水
に
近
く
て
洪
水
の
被
害
を
被
っ
て
き
た
低
地
帯
が
安
全
な
農

土
に
変
じ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
新
墾
地
は
今
ま
で
の
農
法
で
な
い

新
し
い
技
術
に
よ
っ
て
の
み
生
産
性
を
上
げ
得
る
。
戦
国
諸
侯
た
ち

の
必
要
と
し
た
こ
の
高
早
田
と
低
湿
田
に
適
合
す
る
農
法
、
こ
れ
が

呂
残
春
秋
の
農
法
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
い
か
。
上
に
み
た
と
同
じ
ぐ
、

任
地
篇
の
八
寸
親
は
下
田
と
上
田
に
両
用
す
る
新
し
い
粗
で
あ
っ
た
。

高
趣
田
に
は
越
中
条
播
を
、
下
田
に
は
路
上
条
播
を
規
定
し
た
現
実

農
法
が
即
ち
呂
氏
春
秋
の
農
法
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
』

八

　
以
上
で
関
成
基
氏
の
論
文
の
大
要
を
紹
介
し
お
わ
っ
た
。
特
に

「
任
地
篇
八
寸
輻
の
性
格
」
と
「
結
語
」
に
つ
い
て
は
詳
し
く
紹
介

し
た
。
次
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
記
し
て
み
た
い
。

　
e
閥
氏
は
そ
の
「
結
語
」
に
お
い
て
、
四
型
春
秋
農
法
の
性
格
は

任
地
篇
に
見
え
る
八
寸
粗
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
、
こ
の

八
寸
粗
は
周
握
玉
工
記
の
五
寸
粗
や
漢
の
代
田
法
の
一
尺
粗
と
は
全

く
性
格
の
異
な
る
工
具
で
あ
り
、
そ
れ
億
周
礼
か
ら
漢
代
に
移
る
過
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渡
期
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
6

　
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
最
初
に
呂
氏
春
秋
の
農
法
に
注
目
し
た

の
は
揚
寛
氏
の
『
戦
国
史
』
（
引
4
）
で
あ
る
が
、
氏
は
当
時
の
最
も

重
要
な
鉄
農
具
と
し
て
呂
氏
春
秋
任
地
篇
に
見
え
る
柄
長
六
尺
（
約

＝
二
八
セ
ン
チ
）
、
刃
頭
の
広
さ
八
寸
（
約
一
八
・
四
セ
ン
チ
）
の
絹
と
柄

長
一
尺
（
約
二
三
セ
ン
チ
）
、
・
刃
頭
の
広
さ
六
寸
（
約
～
三
．
八
セ
ン
チ
）

の
蒋
（
即
ち
蝋
バ
）
と
を
挙
げ
、
親
は
堅
い
土
地
を
耕
し
や
わ
ら
か
く
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
褥
は
田
中
の
野
草
と
有
害
な
苗
を
除
去
し
、

作
物
を
十
分
に
生
長
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
進

歩
し
た
耕
法
は
当
時
「
深
耕
易
褥
」
（
孟
子
梁
恵
王
篇
）
と
呼
ば
れ
た

と
述
べ
て
い
る
（
二
六
一
二
七
頁
）
。

　
お
も
う
に
周
雨
戸
工
記
に
見
え
る
「
五
寸
組
」
が
戦
国
以
前
の
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
石
製
・
木
製
あ
る
い
は
寒
風
な
ど
の
刃
が
つ

い
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
戦
国
中
期
以
後
に
鉄
製
の
刃

先
き
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
刺
土
・
発
土
が
容
易
に
な
っ
た

の
で
、
刃
頭
の
広
さ
が
八
寸
に
ま
で
広
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

関
氏
が
こ
の
八
寸
親
に
注
目
し
て
そ
の
農
法
上
に
も
つ
意
味
を
探
求

し
た
点
は
卓
見
と
思
う
。
た
だ
し
現
在
の
考
古
学
上
の
知
見
か
ら
す

る
と
、
　
「
八
寸
紹
」
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
な
お
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
堕

　
㊨
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
八
寸
絹
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る

（
朧
）
と
剛
と
の
関
係
で
あ
る
。
関
氏
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
代
田
法

の
よ
う
に
朧
と
剛
が
両
方
と
も
一
尺
ず
つ
の
作
畝
法
と
ち
が
っ
て
、

八
寸
広
さ
の
剛
と
一
尺
二
寸
広
さ
の
朧
が
一
条
ず
つ
交
代
に
並
ぶ
、

従
っ
て
一
三
（
広
さ
六
尺
）
の
面
積
に
は
三
山
三
麟
が
作
成
さ
れ
る
作

畝
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
私
は
呂
氏
春
秋
の
農
法
が
一
畝
三
朧
三
三
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

は
必
ず
し
も
不
賛
成
で
は
な
い
。
私
は
薄
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

任
地
篇
の
「
上
田
棄
畝
、
下
田
棄
㎜
…
」
の
上
田
の
場
舎
、
五
尺
幅
の

畝
上
に
二
行
に
や
や
深
い
溝
を
ほ
っ
て
播
種
し
、
そ
れ
が
結
局
は
一

畝
三
麟
の
形
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
旧
稿
に
記
し
て
い
る
（
引
2
2
）
が
、

任
地
篇
の
「
上
田
掛
算
」
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
す
で
に
一
畝

三
㎜
に
到
達
し
た
形
を
言
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で

あ
惹
。
私
は
呂
氏
春
秋
の
農
法
を
代
田
法
の
先
行
形
態
と
し
て
把
え

よ
う
と
し
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
不
徹
底
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

の
み
な
ら
ず
私
は
弁
上
篇
に
見
え
る
農
法
に
つ
い
て
は
、
任
地
篇
の

農
法
よ
り
古
い
農
法
と
し
た
が
、
そ
れ
は
成
立
を
異
に
す
る
こ
の
二

篇
の
性
格
の
差
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
や
や
行
き
す
ぎ
た
よ
う
で
、
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弁
土
篇
に
見
え
る
「
大
書
小
宴
」
の
害
や
「
畝
欲
広
以
平
、
鰻
筒
小

以
深
」
の
文
は
一
激
騰
剛
三
朧
を
前
提
と
し
た
時
も
っ
と
も
よ
く
理

解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
改
め
て
閾
氏
の
呂

氏
春
秋
の
農
法
を
コ
畝
三
吟
」
、
農
法
と
み
る
説
に
賛
成
し
た
い
。

　
た
だ
そ
の
場
合
、
関
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
剛
の
広
さ
八
寸
、

朧
の
広
さ
一
尺
二
寸
な
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
は
な

お
賛
成
し
が
た
い
。
そ
の
理
由
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
関
節
は
「
八
寸
紹
の
性
格
」
の
節
に
お
い
て
朧
と
剛
の
形
態
に
つ

い
て
第
五
図
を
か
か
げ
、
八
寸
鵜
で
剛
土
を
一
方
に
掘
り
あ
げ
一
尺

二
寸
の
朧
を
作
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
論
拠
で
あ
る
任
地
篇

の
「
こ
れ
六
尺
の
粗
を
以
て
畝
を
成
す
所
以
な
り
。
其
の
博
さ
八
寸
、

剛
を
成
す
所
以
な
り
、
褥
の
柄
は
尺
、
此
れ
其
の
度
な
り
」
に
お
け

る
「
其
の
度
」
と
は
前
文
の
「
畝
」
　
（
朧
）
と
「
㎜
」
と
を
受
け
て

い
っ
て
い
る
の
で
、
　
「
畝
の
度
と
闘
の
度
」
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
っ
て
私
の
解
釈
で
は
、
「
八
寸
絹
で
起
侍
す
れ
ば
、
八

寸
以
上
の
剛
が
で
き
る
が
そ
の
限
度
は
画
学
一
尺
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
⇔
ま
た
闘
民
は
朧
（
畝
）
の
広
さ
を
一
尺
二
寸
に
推
定
し
た
理
由

と
し
て
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

　
そ
の
ω
は
『
褥
柄
一
尺
が
苗
行
と
獣
行
と
の
間
隔
に
な
る
と
の
規

定
に
よ
る
』
と
し
て
、
朧
上
播
種
の
場
合
、
完
黙
に
八
寸
組
で
播
種

溝
を
ほ
っ
て
条
播
す
る
と
し
（
第
五
醒
）
、
紹
の
六
尺
と
八
寸
、
褥
の

一
尺
と
六
寸
と
い
う
数
字
を
た
く
み
に
組
合
せ
て
い
る
が
、
こ
の
作

畝
法
に
お
け
る
上
田
の
酬
申
播
種
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
八
寸

の
㎜
中
一
杯
に
条
播
さ
れ
る
わ
け
で
、
苗
が
小
さ
い
時
に
は
朧
の
土

が
何
時
崩
れ
て
く
る
か
。
ま
こ
と
に
不
安
定
な
形
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
朧
と
闘
と
の
形
態
を
考
え
る
根
本
の
と
こ

ろ
に
無
理
が
あ
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
②
世
理
は
『
こ
の
推
定
（
朧
の
広
さ
一
尺
二
寸
）
は
又
弁
土
篇
の
「
大

弓
小
舞
」
の
害
と
「
畝
別
製
以
平
、
剛
欲
小
潮
深
」
と
い
う
史
料
と

も
矛
盾
し
な
い
し
、
…
…
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
が
ま
ず
疑
問
に

思
う
の
は
、
　
『
畝
（
朧
）
を
酬
と
同
じ
く
一
尺
広
さ
の
大
き
さ
に
す

れ
ば
…
…
敵
が
剛
よ
り
広
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
言
葉
と
対
立

し
て
し
ま
う
』
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
畝
単
寧

以
平
」
と
は
「
畝
が
闘
よ
り
広
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
言
葉
」

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
な
る
べ
く
広
く
平
ら
に
す
る
が
よ
い
」
と
い

う
意
味
で
、
朧
を
は
じ
め
か
ら
一
尺
二
寸
幅
に
作
成
し
て
し
ま
う
な

ら
、
こ
う
い
う
言
葉
は
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
㎜
も
瀧
も
一
尺
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を
規
準
と
し
て
作
卒
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
作
業
過
程
に
お
い
て
朧

の
幅
を
な
る
べ
く
広
く
平
ら
に
せ
よ
と
言
う
の
で
あ
り
、
　
「
大
酬
小

畝
」
の
害
を
説
く
必
要
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
に
あ
げ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
は
た
し
て
苗
の
幅
を
「
八

寸
以
上
」
に
も
な
る
よ
う
に
条
播
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
を
も
つ
。

　
ω
に
お
い
て
は
漢
の
九
章
算
術
巻
五
特
功
に
見
え
る
一
例
題
が
呂

氏
春
秋
の
作
畝
法
と
同
一
の
問
題
と
み
ら
れ
る
と
す
る
上
田
説
（
引

2
4
）
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

例
題
は
作
走
法
と
は
全
く
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
闘
氏
の
一
畝
三
瀧
三
喜
々
は
そ
の

ま
ま
で
は
承
認
し
が
た
い
。
閾
氏
が
描
い
た
第
五
図
に
よ
っ
て
、
剛

中
播
種
の
場
合
を
想
像
し
て
み
る
と
、
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
苗

が
酬
中
一
杯
に
生
じ
て
小
さ
い
と
き
は
朧
の
土
が
何
時
崩
れ
て
く
る

か
、
ま
こ
と
に
不
安
定
な
形
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
呂
氏
春
秋
農
法

の
一
畝
一
二
朧
…
一
二
㎜
…
を
第
六
図
の
よ
う
に
想
定
し
て
み
た
（
こ
の
図
は
上

田
、
訪
中
播
種
の
場
合
で
、
下
田
な
れ
ば
朧
雲
に
播
種
す
る
）
。
朧
の
高
さ

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
仮
り
に
八
寸
と
し
て
お
く
。
そ
の
場
合
、

実
際
の
作
業
は
十
四
・
五
寸
（
一
〇
二
一
一
五
セ
ン
チ
）
抵
ど
掘
土
し
て

㍉
尺

ユ
‘

V凡メ

盈纏
、魏塵

4．5寸銚
P8寸引

トー一一一も賛一一一一→
　　　　　　　　　　（第六図）

朧
上
に
積
め
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
戦
国
時

代
の
「
深
耕
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
程
度
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
黄
展
裏
面
は
河

南
省
輝
足
固
囲
村
戦
国
魏
墓
か
ら
出
土
し
た

V
字
形
攣
に
つ
い
て
の
観
察
（
摯
首
の
鈍
角
一

二
〇
度
前
後
、
両
側
鉄
葉
の
長
さ
一
〇
セ
ン
チ
以

⑬内
）
に
も
と
づ
い
て
、
　
「
牛
耕
の
場
合
で
も

あ
ま
り
深
く
起
鳴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
（
引
8
）
つ
ま
し
て
粗
に
よ
る

起
句
の
場
合
、
一
般
的
に
言
っ
て
一
〇
・
三

五
セ
ン
チ
は
限
度
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
四
こ
こ
で
閲
氏
に
よ
っ
て
賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
私
の
任
地
篇

と
弁
土
篇
の
性
質
に
関
す
る
考
え
に
つ
い
て
、
そ
の
叙
述
形
式
上
の

差
は
別
と
し
て
、
そ
の
農
法
の
内
容
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て
み

た
い
。

　
私
は
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
弁
土
蔵
の
作
護
法
も
任
地
篇
の
そ
れ

と
同
じ
く
一
丁
に
三
物
…
三
剛
を
作
る
と
す
る
閲
氏
の
説
に
賛
成
す
る
。

た
だ
私
は
関
氏
と
ち
が
っ
て
弁
土
台
の
農
法
で
は
上
田
、
下
田
と
も
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に
朧
上
播
種
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
例
え
ば
弁
土
篇
の
一
、
上

田
則
被
其
処
、
下
田
実
需
其
汗
」
の
句
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は

閲
氏
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
『
上
田
と
下
田
を
対
等
な
位
櫨
に

お
い
て
お
り
、
そ
の
作
男
法
が
一
畝
三
酬
で
あ
っ
た
』
と
私
も
考
え

る
が
、
し
か
し
こ
の
句
の
上
田
に
お
い
て
「
其
の
処
」
と
い
う
の
は
、

下
田
が
瑚
に
つ
い
て
い
う
の
に
対
し
て
朧
上
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
、

そ
こ
に
播
種
す
る
た
め
に
そ
の
処
を
被
う
て
（
緩
摩
し
て
）
水
分
を

保
存
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
下
田
は
そ
の
汗
水

を
す
っ
か
り
な
く
せ
よ
と
い
う
が
、
し
か
し
下
田
で
は
も
ち
ろ
ん
麟

に
播
種
す
る
は
ず
も
な
い
。
従
っ
て
上
田
・
下
田
と
も
に
朧
上
播
種

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
嵩
じ
く
弁
土
篇
の
「
故
旧
欲
広
以
平
、

剛
欲
小
雪
深
、
下
得
喪
、
上
得
陽
、
然
後
諸
生
」
の
句
に
つ
い
て
も
、

「
小
に
し
て
深
い
方
が
よ
い
」
と
い
う
酬
が
、
上
田
の
場
舎
で
も
播

種
す
る
処
か
ど
う
か
疑
問
の
よ
う
に
思
う
。
の
み
な
ら
ず
弁
土
篇
の

農
法
で
は
、
釜
中
播
種
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
述
す
ら
な
い
の
で
、

上
田
・
下
田
と
も
に
朧
上
播
種
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
私
は
や
は
り
任
地
篇
と
弁
土
篇
と
は
そ

の
叙
述
形
式
に
差
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
農
法
に
も
差
が
あ
っ
た

（
作
一
法
は
同
じ
だ
が
）
と
思
う
。

”
・
　
ソ
　
”
．

“・

@
”
。
　
“
．

●ご、

§寸
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（第七図）

　
．
的
な
お
播
種
法
に
つ
い
て
は
、

前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
私
は
条

播
に
点
播
を
加
味
し
た
も
の
と
考

え
る
。
そ
の
間
隔
は
六
寸
広
さ
の

褥
を
用
い
て
中
耕
除
草
す
る
時
の

こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
六
寸
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
て
関
氏
が
指
摘

さ
れ
た
弁
土
篇
の
「
三
以
野
望
、

乃
多
糖
」
の
句
に
よ
れ
ば
、
強

苗
三
本
ほ
ど
に
辮
を
用
い
て
整
苗

盛
土
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る

（
第
七
図
）
。

　
丙
尊
話
は
こ
の
論
文
の
最
後
に
お
い
て
、
中
国
古
代
の
農
法
を
巨

視
的
に
把
握
す
れ
ば
、
畝
上
播
種
か
ら
講
中
播
種
に
発
達
し
た
も
の

で
、
呂
氏
春
秋
の
農
法
は
そ
の
過
程
中
に
あ
ら
わ
れ
た
一
つ
の
過
渡

期
的
農
法
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
も
の
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
麦

作
の
普
及
と
戦
国
諸
侯
の
富
国
強
兵
策
と
し
て
の
重
農
政
策
に
求
め

て
い
る
。
こ
れ
は
極
め
て
優
れ
た
展
望
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
た
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三たび呂氏春秋上農等四篇に見える農業技術について（大島）

だ
私
は
豊
中
播
種
が
戦
国
時
代
に
は
じ
ま
み
．
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
や
や
疑
問
を
も
つ
。
も
っ
と
古
い
伝
統
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
俗
耳
が
漢
書
食
貨
志
上
に
お
い
て
趙
過
の
代
田
法
を
記

し
た
際
、
そ
れ
を
「
古
法
也
、
后
穫
始
麟
田
」
と
言
い
、
　
「
詩
」
を

引
用
し
た
の
は
何
故
か
。
も
し
麟
中
播
種
の
法
が
戦
記
時
代
に
は
じ

め
ら
れ
た
農
法
と
す
れ
ば
、
班
固
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
そ
の
「
古
法
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
聞
題

は
更
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
①
　
関
成
基
氏
の
私
信
に
よ
る
と
、
六
八
年
座
文
教
部
に
提
出
し
た
が
、
印
欄
が
お

　
　
く
れ
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
六
九
年
三
月
で
あ
る
と
い
う
。

　
②
　
引
2
3
の
補
語
。

　
③
聞
成
基
論
文
（
引
2
0
）
の
考
証
・
結
論
が
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
。

　
④
天
野
氏
論
文
（
引
2
）
。
た
だ
し
聞
応
は
「
未
読
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

　
⑤
閥
氏
は
（
引
2
4
）
を
あ
げ
て
い
る
が
、
天
野
説
は
上
番
早
苗
氏
の
書
評
に
は
引

　
　
か
れ
て
お
ら
ず
、
西
嶋
氏
論
文
（
引
5
）
に
見
え
て
い
る
。
関
氏
の
思
い
ち
が
い

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
⑥
閥
成
浮
管
も
こ
の
上
田
説
を
採
用
し
て
い
る
。
後
文
お
よ
び
註
⑫
参
看
。

　
⑦
　
閲
氏
の
訳
に
よ
る
。
な
お
こ
の
文
に
つ
い
て
は
西
嶋
氏
（
引
1
8
）
に
す
ぐ
れ
た

　
　
訳
が
あ
る
。

　
⑧
引
5
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
す
で
に
引
2
0
に
見
え
て
い
る
。

　
⑨
関
氏
が
前
に
あ
げ
て
い
る
訳
を
記
し
て
お
く
。
「
剛
を
大
き
く
し
畝
を
狭
小
に

　
　
す
れ
ば
、
青
魚
が
陸
に
上
っ
た
よ
う
に
な
り
、
落
は
直
立
し
た
馬
の
領
毛
の
よ
う

　
　
に
な
る
。
こ
れ
は
地
竜
す
る
こ
と
に
な
る
」
。

⑩
寒
雲
照
『
通
口
録
』
　
門
駅
亭
異
論
考
」
に
代
岡
法
を
解
釈
し
て
「
其
始
也
畝
｝

　
聾
、
蓋
百
畝
百
聾
、
今
更
為
馴
、
以
播
種
、
一
夫
三
百
酬
、
亦
三
百
盤
」
と
し
た
。

⑪
　
周
人
の
習
用
し
た
紹
に
つ
い
て
は
、
徐
仲
婿
氏
の
コ
禾
霜
敬
」
　
（
引
1
）
以
来
、

　
一
般
に
円
頭
平
葉
の
・
蒸
製
の
手
ス
キ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
引
1
0
）
。
戦
国
の
絹
は

　
こ
の
木
製
、
平
葉
の
刃
頭
に
鉄
の
刃
先
き
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
河
衛
省
輝
策

　
戦
團
墓
出
土
の
鉄
器
類
を
見
る
と
、
凹
字
形
と
長
方
形
の
鉄
口
が
あ
り
、
郭
宝
鈎

　
氏
は
い
ず
れ
も
鋤
と
し
て
い
る
（
引
7
）
が
、
こ
れ
は
李
文
信
氏
（
引
3
）
の
よ
う

　
　
す
き

　
に
鉄
謡
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
霜
の
進
歩
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
刃

ノ
胃
一

　
　
　
　
　
　
　
・
、
い
酵

（第八図）　鉄　爵

（李文信氏による）

入
一
一
＝
セ
ン
チ
の
広
さ
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、

先
き
の
広
　
さ
は
ニ
ニ
ー
一
四

セ
ン
チ
で
あ
っ
て
、
八
寸
（
一

八
・
四
セ
ソ
チ
ー
戦
国
の
｝

尺
を
二
三
セ
ン
チ
と
し
て
）
に

及
ば
な
い
。
李
文
信
氏
に
よ
る

と
三
代
紅
茸
出
土
の
鉄
雷
は
　

「
八
寸
親
」
は
考
古
学
的
に
は

　
む
し
ろ
漢
代
に
近
接
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑫
　
こ
の
例
題
は
、
藪
内
清
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
普
通
の
土
地
の
一
万
立
方
尺
の

　
土
を
掘
り
出
す
と
同
じ
労
働
力
で
堅
（
築
土
）
を
掘
る
場
合
に
は
七
千
五
百
立
方

　
尺
と
な
り
、
壌
　
（
息
土
）
　
の
場
合
に
は
一
万
二
千
五
百
立
方
尺
に
な
る
と
い
う

　
「
人
功
」
　
（
労
働
力
）
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
衛
に
属
く
で
は
、
そ
の
計
算
法

　
と
し
て
、
普
通
の
土
と
堅
土
と
壌
土
と
の
比
を
四
と
五
と
三
の
割
合
と
し
、
こ
れ

　
を
規
準
に
し
て
三
種
の
土
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
同
じ
労
働
力
で
掘
り
出
せ
る
他
の
土

　
の
地
積
（
土
の
呈
）
を
割
り
出
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑬
　
輝
県
出
土
の
V
字
形
鉄
禦
に
つ
い
て
私
の
観
察
で
は
裂
首
の
鈍
角
八
五
－
九
五

　
度
ぐ
ら
い
、
両
側
の
鉄
葉
の
長
さ
は
一
八
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。
．
し
か
し
舐
県
鉄
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生
溝
出
土
の
漢
代
の
鉄
梨
の
梨
首
の
鈍
角
八
○
度
前
後
、
両
翼
の
長
さ
各
二
四
・

　
六
セ
ン
チ
あ
り
（
引
1
5
）
、
劉
距
離
氏
に
よ
れ
ば
、
　
漢
魏
鉄
梨
鎌
が
約
六
〇
度
、

　
唐
代
鉄
型
錬
が
約
四
〇
度
で
’
あ
る
（
引
1
6
、
～
四
頁
）
の
に
比
べ
れ
ば
、
な
お
鈍

　
角
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
天
野
元
之
助
氏
は
、
　
戦
国
の
禦
に
つ
い
て

　
「
霜
に
較
の
つ
い
た
よ
う
な
も
の
で
、
鐵
（
梨
先
）
は
鈍
角
3
角
形
を
な
し
、
翻

　
転
ず
る
梨
鋳
を
欠
き
、
古
典
的
完
黙
の
域
に
達
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述

　
べ
て
い
る
（
引
2
5
）
。

引
　
用
　
文
献

1
　
徐
仲
爺
コ
禾
紹
放
」
　
『
歴
史
語
言
研
究
所
無
難
』
二
一
一
、
一
九
三
〇
。

2
　
天
野
元
之
助
「
代
田
と
屯
田
－
豊
代
農
業
技
術
考
」
『
松
山
商
大
論
集
』
創

　
刊
号
、
一
九
五
〇

3
　
李
文
儒
「
古
代
的
鉄
農
具
」
　
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
四
i
九
。

4
楊
寛
『
戦
国
史
』
一
九
五
五
。

5
　
西
嶋
定
生
「
代
田
法
の
新
解
釈
」
（
『
野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
、
封
建
制
と

　
資
本
制
』
所
収
、
一
九
五
六
。

・
6
　
夏
緯
瑛
『
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
校
釈
』
一
九
五
六
。

7
　
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
輝
県
発
掘
報
告
』
一
九
五
六
。

8
　
黄
展
岳
「
近
年
出
土
的
戦
国
両
漢
鉄
器
」
　
『
考
古
学
報
囁
一
九
五
七
－
三

9
　
五
井
直
弘
「
漢
代
の
公
田
に
お
け
る
仮
作
に
つ
い
て
」
　
『
歴
史
学
研
究
』
二
二

　
〇
、
一
九
五
八
。

10
@
天
野
元
之
助
「
中
国
宵
代
農
業
の
展
隔
」
『
東
方
学
報
』
京
都
三
〇
、
一
九
五

　
九
。

11

@
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
沢
と
秦
の
公
田
」
　
『
中
国
古
代
の
祉
会
と
圏

　
家
』
所
収
、
一
九
六
〇
。

12
@
段
藤
徳
男
「
代
田
法
の
一
考
察
」
　
『
史
学
雑
誌
』
六
九
一
一
一
、
一
九
六
〇
。

13
@
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』
　
九
六
一
。

14
@
天
野
元
之
助
『
中
国
農
業
史
研
究
』
一
九
六
一
一
。

15
@
河
南
雀
文
化
局
文
物
工
作
隊
『
盤
県
鉄
生
溝
』
一
九
六
二
。

16
@
劉
仙
洲
『
中
園
古
代
農
業
機
械
発
明
史
』
一
九
六
三
。

17

@
米
田
賢
次
郎
「
趙
過
の
代
田
法
」
　
『
史
泉
』
二
七
・
二
八
合
併
号
、
一
九
六
三

18
@
西
嶋
定
生
「
秦
漢
時
代
の
農
学
」
『
古
代
史
講
座
』
8
、
一
九
六
三
。

19
@
閥
成
基
　
「
漢
代
入
粟
受
難
捌
一
悪
代
官
僚
制
の
一
側
面
」
　
釜
山
教
育
大
学

　
『
教
大
学
報
』
別
細
研
究
論
文
集
、
一
九
六
三
。

20
@
聞
成
基
「
縷
田
法
小
孜
」
『
文
理
大
学
報
』
七
、
～
九
六
四
。

21
@
閥
斗
基
「
近
年
当
代
史
研
究
数
種
」
　
（
醤
評
）
『
中
困
学
報
』
四
、
一
九
六
五

22

@
大
島
利
～
「
愚
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
」
『
史
林
』

　
瞑
九
－
一
、
一
九
六
六
。

23
@
西
嶋
定
生
「
代
田
法
の
新
解
釈
」
『
中
国
経
済
史
研
究
』
所
収
、
一
九
六
六
。

24

@
上
田
早
苗
「
西
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About　the　Agricultutal　Technique　in　Laf－shih－ch’un－ts’iu－shangnztng

　　呂氏春秋上農and’0亡her　Three　Volumes　for．the　Third　Time

　　　　　by

　　　　　　ハ
Riichi　Oshima

　　this　article　introduces　the　essay　by　Prof．　Song　Ki　Min関成基of

Korea“A　Study　of． `gricultural　Art　i．n　Lti－shih－ch’un・ts’ia呂氏春秋”

with　some　opinion　of　the　writer．　According　to　Mr．　Min　in　the　cultivation

of　Ldi－shih－clz’un－ts’iu呂氏春秋the　way　of　making　a　ridge　of　Qne　Mou畝

three　Ch’uan棚l　had　been　carried　into　effect，　but　the　width　of　Ch’uan

made　by　eight　Ts’Mn寸Szu紹in　the　volume　of　12n－ti任地is　eight

TS’un　and　that　of　Lung　beE　one　Ch’th　」〈L　two　Ts’un　and　in　the　way　of

sawlng　ShangLt’ien上田is　planted　by　Oh’mpn－clzecng－po－c12ung剛中播種

and　Hsia－t’ien下田by　Lung－shang－Po一説π％g野上播種．

　　On　the　contrary，　rny　opinion　is　that　1：mou・san－ch’uan　一畝三剛il　theory

should　be　agreed　upon，　but　the　widths　of　Ch’uan　and　Lung　wa　consist　in

the　standard　of　one　Ch’ih　；　and　the　sawing　in　the　volume　of　len－ti　should

be　agreed　upon，　but　圭n　the　volume　of　Pien－t’es　野土．　both　Shang－t’ien

and　Hsia－t’ien　be　p｝anted　by　Lung－shang－Po－chang．　・

Jade－plot．in　Sin－cleiang新地of　the　Ts’in8清Dynasty

by

Tomi　Saeki

　　Mancourians，　especially　the　officials　of　high－rank，’　in　a　hundred　years

after　immigration　into　China　would　enjoy　their　luxurious　modern　iiving

like　Chinese：　therefore，　their　1ife　game　to　be　badly　off　and　caused

various　scandals，　taking．advantage　of　th．eir　position．　．Kao一メ），2　高撲宙as

among　the　rest．　As　he　was　sent　as　Ch’in－ch’ai－ta－pttian欽差大員to　Sin－

chiang新調，　he　wanted　tQ　make　a　big　profit　by　smuggling　jades　of

Yeh－rh－chia”ng葉爾莞．　In　this　case　took　part　many　persons，　such　as

powerful　othclals，　Hsiang・sh6n郷紳and　res圭dent　hユfluential　persons　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・738一）




