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本
書
は
薯
一
者
塞
林
本
構
氏
が
一
九
六
四
血
十
以
来
、
『
名
古
屋
学
院
∴
人
愚
†
仏
酬
集
』

誌
上
に
発
蓑
さ
れ
た
個
別
論
文
の
集
大
成
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
中
世
英
国

の
特
定
所
領
に
的
を
絞
っ
た
本
格
的
社
会
経
済
史
研
究
書
と
し
て
は
、
我
国

で
は
一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
鵜
川
馨
氏
の
『
中
世
英
国
世
俗
領
の
研

究
』
以
来
二
冊
回
で
あ
る
。
大
戦
後
暫
く
続
い
た
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会

へ
の
移
行
期
に
関
す
る
社
会
経
済
史
研
究
は
、
そ
の
後
「
ブ
ー
ム
」
を
過
ぎ

た
が
、
そ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
研
究
者
の
問
題
意
識
が
多
様
化
し
た

こ
と
に
も
依
る
が
、
外
国
の
研
究
者
が
編
纂
し
た
刊
行
史
料
の
使
用
さ
え
困

難
で
あ
る
と
い
う
低
い
研
究
条
件
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
。
や
が
て
英
国

へ
研
究
者
が
留
学
で
き
る
機
会
が
増
す
に
従
い
、
我
国
の
研
究
者
が
英
国
の

古
文
書
館
や
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る
未
刊
行
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
等
を

使
用
し
て
詳
細
な
研
究
を
為
し
得
る
よ
う
に
な
り
、
鵜
川
氏
に
次
い
で
今
回

森
本
氏
が
、
十
四
、
十
五
世
紀
北
英
の
修
道
院
領
に
関
す
る
研
究
を
公
に
さ

れ
た
こ
と
は
大
い
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
鵜
川
氏
の
研
究
が
十
三
世
紀

封
建
社
会
盛
期
の
世
俗
領
を
対
象
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
本
書
が
十
四
世
紀

封
建
社
会
解
体
期
の
宗
教
領
の
研
究
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　
ま
ず
目
次
を
辿
り
つ
つ
論
旨
を
追
っ
て
み
よ
う
。
本
書
は
三
つ
の
章
と
一

つ
の
補
論
か
ら
成
る
。
第
一
章
「
管
理
組
織
と
管
理
諸
記
録
」
で
は
、
分
析

対
象
と
さ
れ
た
ダ
ラ
ム
の
修
道
院
領
の
形
成
、
役
員
組
織
経
営
と
そ
の
記
録
、

十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
末
に
至
る
財
政
の
推
移
が
扱
わ
れ
、
以
下
の
章

で
為
さ
れ
る
分
析
の
前
提
を
為
す
。
第
二
章
「
農
業
経
営
」
で
は
、
十
四
世

紀
黒
死
病
前
後
の
当
修
道
院
領
の
農
業
経
営
の
推
移
が
扱
わ
れ
、
当
所
領
は

農
業
で
は
自
給
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
第
三
章
「
牧
羊
経

営
」
で
は
、
十
四
世
紀
当
所
領
に
多
大
の
利
益
を
も
た
ら
し
た
合
理
的
牧
羊

経
営
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
三
論
「
十
五
・
十
六
世
紀
の
修
道
院
経

営
」
で
は
、
一
四
〇
〇
年
以
後
一
五
三
六
年
の
修
道
院
解
散
に
至
る
ま
で
の

財
政
、
農
業
・
牧
羊
経
営
の
推
移
が
扱
わ
れ
、
当
班
領
経
済
の
衰
退
傾
向
が

指
摘
さ
れ
る
。

　
本
書
の
特
徴
は
何
よ
り
も
二
大
な
史
料
の
解
読
と
そ
の
数
的
処
理
、
殊
に

一
一
〇
葉
を
超
え
る
表
に
あ
る
。
著
者
は
ダ
ラ
ム
州
の
史
料
を
多
く
収
め
た

ω
負
3
0
ω
ω
o
o
δ
身
の
刊
行
物
の
ほ
か
に
、
御
自
身
の
留
学
の
際
に
得
ら
れ

た
ダ
ラ
ム
大
学
蔵
の
乗
刊
行
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
を
も
解
読
さ
れ
て
、
今
日

ま
で
に
、
十
四
・
十
五
世
紀
の
嶺
修
道
院
の
経
済
活
動
に
関
し
て
は
本
書
と

そ
の
他
の
論
稿
と
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
網
羅
す
る
ほ
ど
の
精
力
的
な
研
究

を
進
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
内
容
豊
か
な
労
作
を
与
え
ら
れ
た
評

者
に
課
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
、
か
く
の
如
き
著
者
の
御
努
力
が
著
者
本
来
の
研

究
史
的
、
課
題
、
問
題
意
識
に
ど
の
よ
う
に
応
え
、
そ
の
成
果
が
学
界
に
如

何
に
貢
献
し
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
課
題
は
現
在
の
評
老
に
は
荷
が
勝
ち
過
ぎ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ダ
ラ
ム

中
世
粒
会
の
存
在
構
造
と
そ
の
近
代
へ
の
移
行
に
興
味
を
抱
く
評
者
が
些
か
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疑
問
に
感
じ
た
い
く
つ
か
の
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
責
を
免
れ
た
い
と
思

う
。
予
め
疑
問
点
を
包
三
無
に
述
べ
れ
ば
、
一
三
四
九
年
の
黒
死
病
は
当
修

道
院
の
経
済
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一

　
ま
ず
第
一
に
当
修
道
院
の
農
業
経
営
の
自
給
能
力
に
関
す
る
著
者
の
考
え

方
を
検
討
し
よ
う
。
E
・
M
・
ハ
ル
ク
ロ
ウ
女
史
は
黒
死
病
前
後
の
当
所
領

の
領
主
直
営
地
経
営
を
分
析
し
た
結
果
、
次
の
四
局
面
で
把
握
し
た
。
e
十

三
世
紀
後
期
か
ら
十
四
世
紀
初
期
に
は
領
主
直
営
地
経
営
は
完
全
な
規
模
で

展
開
し
た
。
⇔
一
三
四
〇
年
か
ら
＝
二
七
〇
年
に
は
局
地
市
場
で
の
販
売
を

め
あ
て
と
し
た
商
業
的
穀
物
生
産
が
行
わ
れ
た
が
、
次
第
に
衰
退
し
直
営
地

の
短
期
貸
毘
し
が
始
ま
っ
た
。
⇔
貸
出
し
の
原
因
は
、
①
管
理
者
不
足
、
②

黒
死
病
に
よ
る
労
鋤
者
人
口
の
減
少
と
労
賃
の
高
騰
、
③
高
地
代
を
支
払
い

得
る
窟
農
の
出
現
で
あ
り
、
修
道
院
は
穀
物
購
入
策
に
転
じ
た
。
㈲
一
三
五

〇
年
か
ら
一
四
〇
〇
年
に
は
、
土
地
収
奪
度
を
緩
和
し
、
安
定
し
た
地
代
収

入
確
保
の
た
め
直
営
地
の
長
期
貸
出
し
策
に
転
じ
た
。
こ
の
ハ
ル
ク
ロ
ウ
説

は
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
「
も
は
や
そ
の
よ
っ
て
立
つ
多
く

の
論
点
が
妥
当
し
な
く
な
っ
た
の
で
そ
の
光
輝
を
失
な
い
、
多
く
の
修
正
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
酷
評
さ
れ
る
（
二
五

六
頁
）
。
そ
の
「
多
く
の
論
点
」
の
一
つ
は
自
給
率
と
労
働
力
編
成
と
の
関

係
で
あ
る
。
鹿
空
地
経
営
に
よ
る
穀
物
自
給
策
を
放
棄
し
、
購
入
策
に
転
ず

る
原
因
と
な
っ
た
黒
死
病
の
影
響
を
大
き
く
評
価
す
る
ハ
ル
ク
ロ
ウ
女
史
に

対
し
て
、
著
者
は
「
農
業
経
営
の
主
要
目
的
が
本
来
領
主
の
家
計
維
持
、
と

り
わ
け
食
生
活
の
維
持
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
農
業
経
営

を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
経
営
が
農
民
賦
役
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

賃
金
労
働
力
に
依
存
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
経
営
方
法
に
関
す
る
問
題
を
解

明
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

っ
て
、
農
業
経
営
が
穀
物
生
産
と
供
給
と
を
通
じ
て
そ
の
所
期
の
目
的
の
た

め
に
ど
の
程
度
ま
で
貢
献
し
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
需
給
関
係
か

ら
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
給
率
の
解
明
に

中
心
課
題
を
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
二
五
四
頁
）
と
主
張
さ
れ
る
。

そ
の
「
主
要
目
的
」
た
る
自
給
の
程
度
を
調
査
し
た
結
果
、
　
「
諸
マ
ナ
ー
に

お
け
る
土
地
生
産
性
は
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
藏
癖
地
面
積
の
相
対
的
な

狭
さ
が
当
初
か
ら
農
業
経
営
の
そ
れ
以
上
の
発
展
を
阻
止
し
」
、
「
こ
の
修
道

院
の
所
領
が
北
辺
に
偏
し
、
地
理
的
条
件
が
農
耕
に
不
適
で
あ
っ
た
」
た
め
、

「
農
業
経
営
は
、
大
麦
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
小
麦
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
の

開
始
時
期
か
ら
一
三
三
〇
年
代
以
降
黒
死
病
直
前
に
至
る
時
期
に
お
い
て
す

ら
、
修
道
院
の
必
要
と
す
る
数
量
を
十
分
目
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
」
、
そ
し
て
、
　
「
十
四
世
紀
後
期
以
降
の
諸
マ
ナ
ー
の
賃
貸
の
進
行
は
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
自
給
率
の
低
下
傾
向
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
」

（
い
ず
れ
も
二
五
四
頁
）
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
著
者
の
論
理
で
は
、
中
世
の

各
所
領
は
閉
鎖
的
で
自
給
自
足
を
前
提
と
し
、
ま
ず
自
領
内
で
の
消
費
の
た

め
に
生
産
し
、
余
剰
分
だ
け
を
外
へ
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て

　
①

い
る
。

　
し
か
し
当
修
道
院
の
農
業
経
営
が
自
然
条
件
の
厳
し
さ
故
に
、
如
何
に
努

力
し
て
も
領
内
自
給
に
足
る
量
さ
え
賄
え
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
「
出
納

掛
は
大
量
の
主
要
穀
物
を
主
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
で
の
購
入
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
が
（
二
五
四
頁
）
、
「
一
三
四
〇
年
代
ま
で
は
少

数
商
人
か
ら
の
大
口
購
入
が
目
立
っ
て
い
る
が
、
＝
二
五
〇
年
代
か
ら
は
む

し
ろ
多
数
の
農
民
か
ら
の
小
口
つ
つ
の
購
入
が
際
立
っ
て
く
る
」
　
（
二
三
五
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評書

聖
）
と
言
わ
れ
る
時
、
同
じ
厳
し
い
自
然
の
中
に
生
き
、
当
修
道
院
の
土
地

を
賃
貸
し
さ
れ
て
い
る
「
多
数
の
農
罠
」
は
、
如
何
に
し
て
自
分
た
ち
の
食

糧
を
賄
っ
た
上
で
な
お
こ
の
修
道
院
に
食
糧
を
供
給
し
得
た
の
か
。
広
大
な

領
地
と
専
門
職
員
を
も
つ
修
道
院
に
は
穀
物
自
給
が
で
き
な
く
て
、
そ
の
テ

ナ
ン
ト
農
民
に
で
き
る
以
上
、
修
道
院
の
穀
物
自
給
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
な

ら
な
い
の
は
、
自
然
条
件
の
厳
し
さ
や
生
産
技
術
の
不
足
等
に
依
る
か
ら
で

は
な
く
、
　
「
生
産
し
た
羊
毛
の
売
却
を
通
じ
て
修
道
院
に
多
大
の
収
入
を
も

た
ら
」
す
（
三
七
五
頁
）
牧
羊
経
営
に
力
点
を
お
い
た
と
い
う
政
策
的
配
慮

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
今
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
著
者
が
当
所
領
の
農
業
経
営
状
態
の

劣
悪
さ
を
指
摘
し
、
　
ハ
ル
ク
ロ
ゥ
説
を
酷
評
さ
れ
る
際
に
用
い
た
「
自
給

率
」
の
概
念
は
、
史
料
上
で
の
確
認
が
非
常
に
困
難
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
穀
物
倉
管
理
掛
会
計
報
告
書
記
載
の
受
取
量
を
消
費
蚤
で

割
っ
た
値
が
自
給
率
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
別
表
の
と
お
り
修
道
院
内

の
消
費
量
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
年
ご
と
に
大
き
な
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。

こ
れ
で
は
八
十
人
前
後
（
二
八
頁
）
の
修
道
土
の
食
生
活
用
小
麦
量
を
示
す

小麦の修道院内消費量

年　　度 小　　麦　　量
i単位ブッシェル）

1303－4 378

13G8－9 377

1315－6 263

1328－9 225

1341－2 981

1346－7 674

1376－7 452

1401－2 438

本書209－12ページ　第55表
aより

数
値
と
し
て
は
採
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問

を
抱
か
せ
る
原
因
は
、
前
述
の
史
料
の
数
値
を
直
ち
に
受
取
量
、
消
費
量
と

み
な
し
た
こ
と
に
あ
り
、
史
料
解
読
に
よ
り
慎
重
さ
が
望
ま
れ
る
。
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
②

疑
問
点
は
他
に
も
あ
る
。

二

　
ハ
ル
ク
p
ウ
女
史
は
賦
役
か
ら
雇
傭
労
働
力
へ
の
労
働
力
の
質
的
転
化
に

お
け
る
黒
死
病
の
意
義
を
強
調
し
た
が
、
著
者
は
当
所
領
で
は
黒
死
病
以
前

す
で
に
賦
役
は
売
却
さ
れ
て
お
り
、
直
営
地
経
営
は
フ
ァ
ム
ル
ス
な
ど
の
雇

傭
労
働
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
実
証
さ
れ
（
一
七
一
～
三

頁
）
、
労
働
力
の
質
的
転
化
に
与
え
た
黒
死
病
の
影
響
は
一
時
的
な
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
ハ
ル
ク
ロ
ウ
説
を
批
判
さ
れ
た
（
二
〇
一
～
三
頁
）
。
こ
の

批
判
は
正
当
と
思
わ
れ
る
が
、
別
の
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
黒
死
病
直
後
に

領
主
が
再
び
徴
発
を
試
み
る
ほ
ど
、
直
営
地
経
営
に
と
っ
て
は
賦
役
と
い
う

労
働
力
は
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
僅
か
二
十
年
後
に
は
徴
発
を
や
め
、
し

か
も
直
営
地
経
営
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る
に
取
る
原
因
は
何
か
。
こ
れ
は
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

民
が
逃
散
し
た
り
反
抗
し
た
り
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
説
明
で
き
ず
、

当
州
あ
る
い
は
全
英
で
の
領
主
直
営
地
経
営
と
い
う
生
産
様
式
そ
の
も
の
の

構
造
的
矛
盾
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

　
さ
ら
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
者
が
分
析
対
象
と
し
た
十
四
世
紀

の
領
主
直
営
地
経
営
を
、
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
の
い
わ
ゆ
る
封
建
反
動
と
結
び

つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
＝
二
四
〇
年
代
の
「
旧
体
制
へ
の
復
帰
は
、
い
わ

ゆ
る
封
建
反
鋤
の
一
つ
の
表
現
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
封
建
反
動
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
二
つ
の
形

態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
部
諸
カ
ウ
シ
テ
ィ
の
後
進
地
帯

で
は
賦
役
の
貨
幣
地
代
化
の
道
を
た
ど
り
、
東
南
部
諸
カ
ウ
ソ
テ
ィ
で
は
賦

役
の
強
化
へ
の
傾
斜
を
示
す
の
で
あ
る
」
。
「
ダ
ラ
ム
の
修
道
院
の
場
合
に
は
、

い
ろ
い
ろ
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

そ
の
地
域
性
の
故
に
、
前
者
の
方
向
を
辿
っ
て
い
っ
た
と
思
え
る
。
と
い
う

意
味
は
、
直
営
地
耕
作
を
保
有
条
件
で
以
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
農
民
た

ち
の
賦
役
の
一
部
も
し
く
は
全
部
が
次
第
に
貨
幣
代
納
化
さ
れ
て
い
く
の
も
、

実
に
＝
二
五
ニ
ー
三
年
か
ら
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
　
（
一
七
三
頁
）
と
薯

者
は
言
わ
れ
る
。

　
ま
ず
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
は
「
封
建
反
動
」
を
十
三
世
紀
の
「
ブ
…
ム
」
に
対

応
し
て
領
主
が
賦
役
を
増
徴
す
る
際
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
十
四
世

紀
の
「
封
建
的
危
機
」
　
（
一
七
三
頁
）
へ
の
対
応
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な

④
い
。
次
に
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
は
ブ
ー
ム
に
便
乗
し
て
賦
役
を
拡
大
し
た
所
領

が
東
南
英
に
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
北
東
英
と

い
う
地
域
の
ゆ
え
に
賦
役
金
納
化
の
道
を
辿
る
と
は
雷
っ
て
い
な
い
。
さ
ら

に
封
建
的
危
機
に
対
す
る
当
修
道
院
の
対
応
が
賦
役
金
納
化
の
道
で
あ
る
と

す
る
理
由
が
、
＝
二
五
二
一
三
年
か
ら
の
賦
役
金
納
化
だ
と
す
る
の
も
疑
問

で
あ
る
。
著
者
が
＝
三
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
旧
体
制
へ
の
復
帰
を
封

建
反
動
で
あ
る
（
一
六
一
、
一
七
三
頁
）
と
し
、
そ
の
後
＝
二
四
九
年
の
黒

死
病
に
よ
っ
て
再
び
旧
体
制
を
放
棄
し
た
と
す
る
以
上
、
こ
の
所
領
は
む
し

ろ
論
理
的
に
は
東
南
部
諸
カ
ウ
ソ
テ
ィ
と
岡
じ
道
を
辿
っ
た
と
み
な
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
北
東
英
型
と
み
な
す
根
拠
と
さ
れ
た
＝
二
五
〇
年
代
以
降
の

最
終
的
金
納
化
は
、
も
は
や
封
建
反
動
で
は
な
く
、
本
源
的
蓄
積
期
の
そ
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
ま
さ
に
圧
倒
的
な
史
料
処
理
力
に
は
敬
服
す
る
他
は
な
い
。
敢

え
て
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
と
す
れ
ば
、
点
心
が
初
め
に
意
図
さ
れ
た

「
経
済
状
態
の
全
体
像
」
は
、
史
料
の
内
容
を
図
表
化
す
る
こ
と
以
上
に
、

こ
の
修
道
院
に
お
け
る
封
建
社
会
解
体
の
よ
う
す
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
力

を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
か
な
り
あ
る
が
、
大
き
な
誤
り
は
な
い
よ
う
だ
。

書
評
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
、
蕪
辞
を
連
ね
た
こ
と
を

御
詫
び
し
て
筆
を
措
き
た
い
。

　
①
　
「
農
業
経
営
で
以
て
、
修
道
院
の
穀
物
需
要
を
充
足
さ
せ
る
穀
物
供
給
源
と
さ

　
　
せ
、
牧
畜
経
営
、
と
り
わ
け
、
牧
羊
経
営
を
し
て
、
修
道
院
の
食
肉
需
要
を
充
足

　
　
さ
せ
る
食
肉
用
羊
の
供
給
源
と
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
三
七
五
頁
。

　
②
第
八
六
衷
の
衣
食
住
掛
へ
の
売
却
率
が
年
度
ご
と
に
バ
ラ
つ
き
過
ぎ
る
（
三
四

　
　
一
一
五
頁
）
。
著
者
も
認
め
る
如
く
（
三
四
五
頁
）
、
史
料
の
欠
落
が
あ
り
は
し
な

　
　
い
か
。

　
　
　
ま
た
第
二
九
表
（
一
二
八
頁
）
中
、
黎
の
台
数
と
維
持
費
の
対
比
の
う
ち
、
両

　
　
者
の
対
応
が
み
ら
れ
ぬ
年
度
が
あ
る
。
鵜
川
氏
前
掲
書
の
第
二
九
蓑
（
一
五
三

　
　
頁
）
で
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
の
で
、
ダ
ラ
ム
の
場
合
や
は
り
史
料
の
欠
落
の
可

　
　
能
性
が
あ
る
。

　
③
著
者
の
他
の
論
文
の
う
ち
次
の
も
の
を
参
照
。
『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
』
十

　
　
一
号
、
一
五
月
食
。
同
誌
十
三
号
、
一
五
六
頁
。
同
誌
十
六
号
、
＝
二
七
一
一
四

　
　
一
頁
。

　
④
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
著
、
秦
玄
龍
訳
『
イ
ギ
リ
ス
封
建
地
代
の
展
開
』
（
一
九
六

　
　
〇
年
、
未
立
小
社
）
　
五
九
一
山
ハ
○
頁
。

　
⑤
主
な
も
の
の
み
あ
げ
て
お
く
。

　
　
　
一
〇
七
頁
　
　
「
価
格
を
衷
示
し
た
の
が
2
1
表
」
↓
「
2
2
表
」

　
　
　
二
〇
九
頁
　
表
5
5
の
「
修
道
院
内
」
↓
「
外
」
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評書

三
八
九
頁
支
出
項
目
中
⑳
ユ
㊥

尚
、
表
索
引
が
あ
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

　
　
　
（
A
5
判
　
四
六
一
頁
　
一
九
七
七
年
十
月
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　
　
　
五
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
神
戸

　
　
受
　
贈
　
図
　
書
　
　
（
一
九
七
八
年
一
月
一
日
～
三
月
三
一
日
）

羽
曳
野
市
史
（
羽
曳
野
市
史
編
纂
室
）

和
歌
山
市
史
　
第
四
巻
（
和
歌
山
市
史
編
纂
委
員
会
）

安
田
元
久
編
　
荘
躍
（
近
藤
出
版
社
）

広
瀬
秀
雄
著
　
麿
（
近
藤
出
版
社
）

尾
道
短
大
研
究
紀
要
　
二
七

柚偲

≡
蝸
m
†
教
一
胃
学
部
学
伸
云
細
歯
ズ
　
ニ
六

か
な
が
わ
論
叢
（
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
）
　
一
㎝

商
経
論
叢
（
神
奈
川
大
学
経
済
貿
易
研
究
所
）
　
一
三
一
一
、
二

東
京
学
芸
大
学
紀
要
　
二
九

鹿
児
島
経
済
大
学
論
集
　
一
八
－
三

海
事
史
研
究
（
日
本
海
馬
丁
広
報
協
会
）
　
二
九

朝
鮮
学
術
通
報
（
在
日
本
朝
鮮
人
科
学
者
協
会
）
　
一
四
－
六

一
橋
研
究
（
一
橋
大
学
大
学
院
一
橋
研
究
編
集
委
員
会
）
二
一
一
、
二
、
三

ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
（
亜
細
亜
大
学
）
　
四

人
文
社
会
科
学
研
究
集
報
（
鈴
峯
女
子
短
大
）
　
二
四

人
文
論
叢
（
福
岡
大
学
）
　
九
一
三
、
四

広
島
大
学
文
学
部
紀
要
　
三
七
、
三
七
特
別
号

神
戸
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
　
五
八

駿
台
史
学
　
四
一
、
四
二

愛
知
学
院
大
学
一
般
教
育
研
究
　
二
五
一
二

産
業
社
会
論
集
（
立
命
館
大
学
産
業
社
会
学
会
）

史
　
游
（
学
習
院
大
学
史
游
会
）
　
五

立
正
大
三
文
瀞
ず
部
論
｝
叢
　
六
〇

神
道
学
（
出
雲
大
社
）
　
九
六

札
幌
大
学
紀
要
　
…
一

人
文
論
叢
（
東
京
工
業
大
学
）
　
三

経
済
経
学
論
集
（
竜
谷
大
学
経
済
経
営
学
会
）

奈
良
山
人
単
・
紀
要
　
　
六

東
北
学
院
大
学
論
集
　
八

日
本
思
想
史
研
究
（
東
北
大
学
）
　
九

日
本
学
士
院
紀
要
　
三
四
一
三

経
済
論
究
（
九
州
大
学
大
学
院
経
済
学
会
）

逐
次
刊
行
物
目
録
（
国
立
国
会
図
書
館
）

文
理
論
集
（
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
所
）

文
学
会
志
（
山
p
大
学
文
理
学
部
文
学
科
）
　
二
八

竜
谷
史
壇
（
竜
谷
大
学
史
学
会
）
　
七
三
、
七
四

…
九

一
七
i
三

　
四
㎝

五
〇
年
度
版

　
一
八
一
二
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