
応
働
「
火
耕
水
褥
」
注
よ
り
見
れ
る

後
漢
江
濫
の
水
稲
作
技
術
に
つ
い
て

応勧「火耕水鯛注より見たる後灘江潅の水稲作技術について（米鋤

米

田

賢

次

郎

　
〔
要
約
】
　
火
蓋
水
繊
に
関
し
て
は
、
従
来
漢
よ
り
南
北
朝
に
至
る
江
潅
・
江
南
の
普
遍
的
な
水
稲
栽
培
法
で
、
そ
の
捜
術
的
内
容
は
、
一
年
休
閑
の
直
播
農

法
、
或
は
器
具
を
以
っ
て
除
草
七
な
い
、
原
始
的
な
農
法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
定
説
に
対
し
て
最
近
西
山
武
一
疑
か
ら
次
の
反
論
が
墨
た
。
強
ち
氏
は
火
熱
水
簿
と
齊
民
門
違
に
冤
え
る
江
潅
水
稲
栽
培
と
は
一
線
を
劃
す
べ
き
で
あ

る
が
、
後
者
も
一
年
休
閑
の
直
播
で
、
手
条
播
（
鎌
で
除
草
し
た
こ
と
を
意
濡
す
る
）
で
あ
っ
た
点
が
異
な
っ
て
い
る
と
類
う
。

　
し
か
し
私
は
、
こ
れ
ら
の
説
に
多
少
の
疑
念
を
持
ち
、
後
漢
の
人
応
酌
の
火
熱
罷
職
の
注
を
手
が
か
り
と
し
て
、
後
漢
の
稲
作
は
手
ま
き
条
播
で
一
年
休
閑

で
は
な
く
、
除
草
の
注
意
も
ゆ
き
届
い
た
進
歩
し
た
栽
培
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
農
法
の
萌
芽
は
す
で
に
前
漢
に
も
考
え
う
る
が
、
嶺
時
の
雷
族
の
大

土
地
経
営
に
と
も
な
っ
て
普
遍
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

，
尚
酒
毒
水
毒
の
技
術
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
蜂
鳥
で
は
す
で
に
過
去
の
、
或
は
開
拓
塘
の
農
法
と
み
ら
れ
、
当
時
の
普
請
的
な
水
稲
作
技
術
と
考
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
を
併
せ
て
騨
ら
か
に
し
た
。

　
灘
ハ
代
（
前
二
〇
六
－
後
二
｛
九
）
、
特
に
後
漢
一
（
二
五
…
二
一
九
）
の
間

に
准
河
か
ら
揚
子
江
に
至
る
聞
が
、
当
時
の
漢
帝
国
の
フ
4
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
、
著
し
く
開
発
さ
れ
て
新
た
な
大
土
地
所
有
考
の
輩
轟
を

見
た
。
字
画
宮
清
吉
氏
は
南
陽
の
豪
族
に
例
を
取
っ
て
、
当
時
の
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

、
耳
ン
テ
ィ
ア
の
開
発
状
況
を
活
写
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
地

帯
の
主
要
農
業
で
あ
る
水
稲
の
裁
培
技
術
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

当
蒔
の
社
会
や
経
済
を
理
解
す
る
上
に
甚
だ
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
重
要
な
問
題
を
直
接
明
示
す
る
典
章
は
極
め
て
少
な

く
、
わ
ず
か
に
奥
記
、
漢
書
、
塩
詩
論
の
馬
耕
（
而
）
水
褥
の
句
と
、

そ
の
注
釈
が
こ
れ
を
知
る
手
が
か
り
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
Q
さ

ら
に
三
脚
に
同
時
性
を
要
求
す
る
と
き
は
、
注
釈
家
の
中
ぞ
も
、
応

硝
が
そ
の
資
格
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
彼
の
注
か
ら
出
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r
発
し
て
当
時
の
江
准
稲
作
技
術
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

踊

　
九
月
詔
臼
。
仁
不
異
遠
。
悪
事
辞
難
。
今
京
師
難
未
為
豊
年
。
山

　
林
池
沢
之
饒
。
与
民
共
之
。
手
水
濠
移
於
江
南
。
迫
隆
冬
至
。
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
催
其
鱗
寒
不
治
。
江
南
園
地
火
耕
水
縛
。
方
下
巴
蜀
之
粟
。
致
之

　
江
陵
。
遣
博
士
中
等
分
循
行
。
論
告
所
抵
無
衝
重
困
。
吏
民
有
振

　
救
磯
罠
。
免
其
層
者
。
具
挙
以
闘
。
漢
書
武
帝
紀

こ
の
文
は
、
元
鼎
二
年
江
南
に
水
魚
が
お
こ
り
、
武
帝
が
そ
の
地
の

住
民
を
振
救
す
る
た
め
に
下
し
た
詔
勅
ぞ
あ
る
。
応
勧
が
こ
の
中
の

火
耕
水
車
の
語
に
、

　
焼
草
下
水
種
稲
。
草
与
稲
自
生
。
高
七
八
寸
。
因
悉
菱
表
。
直
下

　
水
灌
之
。
草
死
。
独
稲
長
。
所
謂
火
薪
水
褥
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
が
本
論
ぞ
取
上
げ
よ
う
と
す
る
応
仁
注

ぞ
あ
る
。
襲
駆
の
集
解
は
史
記
平
準
書
、
　
「
江
南
火
耕
水
簾
。
今
飢

民
得
流
暴
食
江
准
世
闇
」
の
一
節
に
、
漢
書
の
注
釈
の
中
で
最
も
古
い

も
の
の
一
つ
で
あ
る
、
こ
の
応
勧
の
注
を
引
用
し
て
い
る
。

　
さ
て
火
焔
水
連
の
意
味
は
き
わ
め
て
難
解
で
、
応
勘
以
後
に
も
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

守
飾
、
沈
欽
韓
、
中
井
積
徳
、
寒
川
亀
太
郎
の
諸
氏
の
注
釈
が
あ
り
、

最
近
で
は
西
嶋
定
生
氏
、
天
野
元
之
助
氏
が
、
お
の
お
の
応
勧
、
張

守
節
の
注
に
よ
っ
て
興
味
の
あ
る
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。

　
特
に
西
嶋
氏
の
そ
れ
は
、
単
に
漢
代
か
ら
南
北
朝
に
至
る
江
南

（
江
准
を
も
含
め
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
）
の
稲
作
技
術
の
み

な
ら
ず
、
阪
の
拡
延
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
闇
の
農
村
の
社
会
問
題

に
ま
ノ
三
答
及
し
た
意
慾
酌
な
論
文
で
、
研
究
困
難
な
こ
の
立
代
の
農

業
の
解
明
に
、
薪
ら
し
い
光
を
与
え
た
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
西
嶋
賃
は
応
殉
難
を

（
A
）
草
莱
を
焼
き
灌
寓
し
て
播
種
す
る
も
の
で
一
年
休
閑
ぞ
あ
る
。

（
お
）
播
種
後
稲
苗
と
雑
草
と
が
倶
に
生
長
し
て
、
七
八
寸
の
高
さ
に

　
達
し
た
時
、
雑
草
も
ろ
と
屯
刈
払
っ
て
再
び
灌
概
し
て
、
雑
草
を

　
腐
ら
し
稲
の
み
生
長
さ
す
方
法
で
あ
る
。

（
C
）
直
播
で
、
移
植
農
法
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

と
理
解
し
て
い
る
。
次
い
で
応
劫
濫
の
採
用
す
べ
き
理
由
と
し
て
、

①
応
硝
は
後
漢
末
の
人
ぞ
あ
っ
て
、
最
も
そ
の
時
代
に
近
い
入
で
あ

る
。
㈲
応
爾
よ
り
約
コ
一
百
年
後
、
北
一
高
陽
太
－
守
齎
思
翻
の
薯
斉
民

要
術
に
「
歳
易
為
良
」
と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
休
閑
農
法
を
示
し
て

い
る
の
と
一
致
し
て
い
る
と
二
点
を
あ
げ
た
の
ち
、
一
年
休
関
…
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
れ
ば
中
期
で
は
焼
く
程
に
草
が
の
び
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
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応酌「火耕水辮」注よy見たる後漢江亨髭の水稲作技衛について（＊es）

し
私
は
、
応
勧
説
に
対
す
る
氏
の
解
釈
に
多
少
の
疑
念
を
持
つ
の
で

あ
る
。

　
ま
ず
稲
が
七
八
寸
に
の
び
た
膝
に
こ
れ
を
刈
取
り
、
水
を
そ
そ
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
で
あ
る
が
、
「
復
下
水
灌
之
」
の
一
句
を
、
先
行
す
る
「
焼
草
下

水
種
稲
」
の
語
と
比
較
す
れ
ば
、
　
「
灌
之
」
は
あ
き
ら
か
に
タ
ッ
プ

レ
と
水
を
入
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
水
の
入
れ
具
合
が
問

題
で
、
冠
水
す
る
と
し
な
い
と
で
は
、
作
物
に
及
ぼ
す
作
用
が
違
っ
て

く
る
。
冠
水
の
揚
合
を
考
え
よ
う
。
禾
本
科
植
物
の
成
長
に
は
同
化

作
用
と
呼
吸
作
用
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
聖
主
日
光
は
水
を

通
過
す
る
か
ら
同
化
作
用
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
葉
が
空
気
に

ふ
れ
な
い
か
ら
、
呼
吸
作
用
が
困
難
で
、
雑
草
を
枯
死
さ
す
と
同
時

に
稲
屯
枯
死
し
て
、
　
「
草
堂
。
独
稲
長
」
と
は
考
え
難
い
。
一
歩
ゆ

ず
っ
て
、
稲
の
成
長
が
可
能
と
し
て
・
も
無
効
分
葉
に
終
る
の
で
は
・
な

か
ろ
う
か
。
冠
水
し
な
い
揚
合
は
、
稲
は
成
灯
す
る
が
、
雑
草
も
臨

時
に
生
長
す
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
稲
と
隅
じ
禾
本
科
植
物
で
、
成
長

力
も
強
く
、
成
長
の
時
期
も
早
い
稗
を
枯
死
さ
す
こ
と
は
多
難
で
あ

る
。
と
の
方
法
で
は
草
隷
と
竜
に
成
長
し
て
「
草
死
。
独
議
長
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
い
う
姿
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
上
始
め
か
ら
「
悉
下
賜
」
せ
ず
に

放
置
し
て
お
く
の
と
比
較
す
れ
ば
、
む
し
ろ
稲
の
成
長
を
損
う
だ
け

で
、
害
が
あ
っ
て
益
が
考
え
ら
れ
な
い
。
応
黒
雲
を
こ
の
よ
う
に
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

解
す
る
な
ら
ば
、
西
山
氏
も
い
う
ご
と
く
、
　
「
応
砺
の
草
と
欝
と
悉

く
刈
る
の
如
き
は
訓
勢
家
の
塞
言
で
あ
ろ
う
」
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な

い
。

二

　
で
は
前
飾
の
批
判
か
ら
み
て
、
癒
勧
注
は
訓
詰
学
者
の
空
言
で
あ

ろ
う
か
。
詳
細
に
応
勧
注
を
読
む
と
き
に
は
、
こ
の
澄
は
必
ず
し
も

捨
肥
る
に
及
ば
な
い
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
結
論
か
ら
尋
爾
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
嶋
氏
は
こ
の
文
の
第
四
句
、
　
「
因
買
置
芸
」
の
悉
く
を
稲
と
草
と

の
両
方
を
受
け
る
も
の
と
し
て
読
ん
で
い
ら
れ
る
。
し
か
し
私
は
そ

の
前
の
第
ご
句
に
「
草
与
稲
並
生
」
と
あ
り
、
草
が
主
語
に
な
っ
て

い
る
し
、
後
の
第
六
．
句
「
草
死
」
と
あ
る
か
ら
、
中
冬
の
第
四
句
の

む悉
く
も
草
を
指
す
も
の
と
解
釈
し
た
い
の
ぞ
あ
る
。
も
っ
と
・
も
単
な

る
読
方
で
は
、
語
法
に
厳
密
さ
を
欠
く
き
ら
い
の
あ
る
漢
文
の
是
非

を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
最
後
の
是
非
を
決
す
る
竜
の

は
、
如
何
に
読
め
ば
丈
章
の
意
味
が
合
理
的
に
理
解
ぞ
き
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
に
関
す
る
文
で
は
、
特
に
技
術

的
に
筋
が
通
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
以
下
私
の
意
見
を
展
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開
し
一
・
仙
う
。

　
　
草
を
焼
き
水
を
下
し
て
稲
を
種
え
る
。
草
は
稲
と
拉
び
生
ず
。

　
　
高
七
八
寸
。
そ
こ
で
悉
く
草
を
斐
凝
す
る
。
ま
た
水
を
下
し
て

　
　
こ
れ
に
担
ぎ
こ
む
Q
そ
う
す
る
と
草
が
死
ん
で
、
独
り
稲
が
長

　
　
ず
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
火
裏
水
亭
で
あ
る
。

こ
れ
が
私
の
応
融
注
の
読
方
で
あ
る
が
、
次
に
多
少
技
術
的
な
解
説

を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。

　
ま
ず
昨
年
の
草
と
り
後
に
生
じ
た
草
を
焼
き
、
水
を
下
し
て
稲
を

種
え
る
の
で
あ
る
が
、
草
を
焼
く
に
は
一
一
つ
の
効
果
が
あ
る
。
O
D
は

草
の
灰
は
そ
の
ま
ま
加
塁
肥
料
と
な
る
こ
と
、
②
焼
土
に
よ
っ
て
田

土
申
の
雑
草
（
特
に
脱
卑
し
た
稗
）
の
種
や
害
虫
が
死
滅
し
て
、
除

草
と
害
虫
駆
除
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
下
水
」
の

際
の
水
の
量
は
も
と
よ
り
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
第
五
句
の

「
下
水
灌
之
」
と
対
比
し
て
考
え
れ
ば
、
余
り
多
量
に
下
す
の
で
は

な
く
稲
の
発
芽
に
必
要
な
程
度
、
す
な
わ
ち
苗
代
に
水
を
与
え
る
程

度
に
水
を
下
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
こ
の
状
態
で
は
、
焼
土
の
際

に
死
滅
を
ま
ぬ
が
れ
た
雑
草
は
稲
と
な
ら
ん
で
成
長
す
る
。
そ
こ
で

七
八
寸
（
文
章
で
は
草
で
あ
る
が
、
稲
も
真
直
に
上
方
に
の
び
る
性

質
が
あ
る
か
ら
大
略
同
じ
位
の
高
さ
に
生
育
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
）

に
の
び
た
時
、
こ
と
ご
と
く
草
を
か
り
、
完
分
に
水
を
そ
そ
ぎ
こ
む
。

こ
の
際
の
水
の
量
が
問
題
で
、
田
の
表
面
は
勿
論
、
除
草
も
れ
の
小

さ
い
草
は
完
全
に
水
中
に
没
し
、
稲
が
水
の
上
に
綴
る
深
さ
に
水
を

入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
短
か
く
刈
取
ら
れ
た
雑
草
類
は
す

べ
て
呼
吸
作
用
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
枯
死
し
（
少
く
と
も
成
長
は

お
さ
え
ら
れ
る
）
、
空
中
に
葉
の
出
て
い
る
稲
の
み
順
調
に
生
育
し
、

草
死
し
、
独
り
稲
長
ず
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
所
謂
火
急
水
縛
の

方
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
応
軍
慮
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ

ば
、
技
術
的
に
見
て
も
な
ん
ら
の
鳥
膚
然
さ
が
な
い
ば
か
り
か
、

「
高
七
八
寸
」
と
わ
ざ
わ
ざ
灌
水
の
時
期
を
指
定
し
、
「
焼
津
下
水
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

に
対
し
て
「
下
水
灌
之
」
と
使
別
け
て
、
水
の
量
を
示
し
た
こ
と
も

甚
だ
合
理
的
ぞ
あ
る
。
か
く
考
え
る
と
こ
の
応
硝
涯
は
、
信
頼
に
値

し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
き
わ
め
て
筋
の
通
っ
た
、
注
意
の
術
届
い
た
涯

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
農
耕
の
時
期
は
一
一
月
～
三
月
、
　
（
要
術
に
拠

る
）
水
褥
は
大
体
五
月
～
六
月
で
あ
る
か
ら
、
　
一
年
休
閑
の
必
然
性

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
で
後
漢
の
水
稲
栽
培
は
（
北
土
高
原
を
除
い
て
）
直
播
栽
培

で
あ
る
が
、
す
で
に
除
草
も
行
な
わ
れ
、
水
を
た
く
み
に
駆
使
し
た

連
作
（
休
閑
で
な
い
と
い
う
意
味
で
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
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実
と
な
っ
た
。

三

　
前
節
で
応
勧
注
の
技
術
的
価
値
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
注
を
の
み
・
と
り
出
し
て
解
釈
を
試
み
た
揚
合
、
　
一
見
甚
だ
合
理

的
ぞ
あ
っ
て
も
、
稲
作
技
術
の
発
展
の
上
に
無
理
な
く
位
置
づ
け
ら

れ
、
当
時
の
社
会
経
済
的
事
情
と
よ
く
吻
合
し
な
い
な
ら
ば
、
必
ず

し
も
正
し
衿
解
釈
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
彼
に
先
立
つ
周
礼
賢

人
の
条
と
、
中
国
吉
代
農
書
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
斉
民
要
術
の
水

稲
披
術
に
比
較
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
稲
入
蒙
稼
下
地
。
以
猟
至
嘱
。
以
防
止
水
。
以
溝
蕩
水
。
以
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
均
水
。
以
列
舎
水
。
以
雲
譲
水
。
馴
創
槻
揚
其
菱
作
田
。
凡
篤
実
。

　
　
ヨ

　
　
刻
以
水
手
草
而
斐
夷
之
。
周
礼
　
地
官
司
徒
下

　
応
勧
説
と
直
接
関
係
の
あ
る
蔀
分
は
A
・
君
爾
句
で
あ
る
。
鎖
編

は
A
句
に
「
因
渉
之
揚
耳
管
年
所
菱
之
草
。
而
治
田
種
稲
。
」
と
注
し

て
い
る
か
ら
一
見
一
年
休
閑
の
ご
と
く
に
見
え
る
が
、
　
こ
の
注
の

「
前
年
所
菱
詰
草
」
は
、
お
伺
の
「
斐
葵
之
」
と
い
う
草
と
岡
じ
も

の
で
あ
る
。
β
句
に
対
し
て
志
州
は
、
　
「
玄
謂
将
以
沢
地
欝
欝
者
。

必
於
二
六
歳
月
等
時
。
　
大
強
敵
時
行
。
　
以
“
水
病
絶
輩
．
之
赫
伎
生
甑
個
Q
　
至
秋
水

澗
菱
之
Q
　
明
年
乃
稼
。
」
と
注
し
て
い
る
。
　
こ
の
文
意
は
「
沢
地
に

稲
を
種
え
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
夏
六
月
の
時
に
お
い
て
水
を
以
っ

て
草
才
6
，
一
絶
つ
た
（
応
勧
の
復
下
水
灌
之
に
あ
た
る
）
後
に
生
じ
た
も

の
は
、
秋
に
な
っ
て
水
を
落
し
た
後
で
こ
れ
を
刈
り
と
る
。
」
　
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
応
勧
注
ぞ
明
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
稲

の
成
長
中
に
で
き
る
作
業
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
一
年
休
閑
を
必

要
と
し
な
い
。
田
を
治
め
て
稲
を
憶
え
る
時
か
ら
見
れ
ば
、
前
に
草

を
絶
つ
た
時
と
の
聞
に
正
月
が
介
在
す
る
か
ら
、
前
年
と
は
連
作
を

意
昧
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
周
礼
と
応
勧
注
を
比
較
す
れ
ば
、
謹
書
が
み
あ
た
ら
な
い
が
、
年

記
月
令
「
（
季
夏
）
大
雨
時
行
。
乃
壁
画
行
水
。
利
巧
殺
草
。
如
以

熱
湯
」
の
条
に
、
同
じ
く
郵
玄
が
「
薙
、
芝
居
地
外
診
。
此
謂
外
診

衆
地
。
先
薙
其
箪
。
草
乾
焼
之
。
無
下
月
大
雨
。
流
水
濠
。
厳
訓

嚢
中
。
則
草
死
不
復
讐
。
地
美
可
叢
叢
。
」
と
注
し
て
い
る
。
　
両
者

を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
漢
の
儒
家
は
、
先
導
時
代
に
は
火
耕
が
あ
っ

た
と
考
え
て
い
た
と
亀
思
わ
れ
な
く
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
た
だ
水

を
入
れ
る
際
に
草
を
刈
ら
な
い
一
い
わ
ば
稗
に
対
す
る
考
慮
が
な

い
！
点
の
み
・
が
異
な
る
が
、
応
勧
注
が
一
貫
し
た
注
で
あ
る
に
対

し
て
、
こ
れ
は
部
分
的
な
注
を
寄
せ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
す
べ
て
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を
尽
し
て
い
な
い
か
ら
（
第
一
下
種
を
述
べ
て
い
な
い
）
、
　
あ
な
が

ち
途
申
で
除
草
し
な
か
っ
た
1
応
麹
注
よ
ヴ
低
い
技
術
一
と
・
も
断
言

で
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
周
礼
の
涯
を
そ
の
ま
ま
に
読
ん
で
応
砒
注
よ

り
亀
技
術
内
容
が
低
い
と
理
解
し
て
も
、
史
記
と
周
礼
・
礼
記
の
注

で
は
、
対
象
の
古
さ
に
対
す
る
意
識
に
差
が
あ
る
か
ら
、
両
者
の
技

術
の
位
置
づ
け
に
な
ん
の
不
都
合
竜
生
じ
な
い
。

　
次
い
で
斉
民
要
術
と
の
比
較
に
う
つ
ろ
う
。

　
　
稲
無
所
縁
。
唯
馨
養
。
素
麺
近
上
流
電
蓄
塚

　
　
三
月
種
者
二
上
蒜
。
四
月
上
旬
為
中
時
。
中
旬
為
下
時
。
古
傷

蝋
滋
慕
軽
羅
難
鉱
煙
蘇

　
　
生
長
二
分
。
一
盛
三
斗
。
郷
三
日
之
中
。
遠
人
駆
血
。
稲
苗
長

　
　
七
八
寸
。
陳
草
地
起
。
以
鎌
侵
水
面
之
。
憶
測
二
死
。
稲
叢
漸

　　

ｷ
。
褒
蒸
愚
才
。
嚢
決
黍
。
羅
鼠
。
量
器

　
　
藷
整
。
将
愛
黍
。
謹
肇
螺
献
題
胚
・
韮

　
　
高
原
。
本
無
雨
龍
。
随
逐
隈
曲
玉
田
者
。
二
月
泳
湿
地
乾
。
焼

　
　
而
耕
之
。
勿
即
下
水
。
十
日
，
塊
既
血
液
。
持
木
研
平
之
。
煮
干

　
　
如
前
法
。
既
生
夫
寸
。
画
聖
三
篠
詳
雛
羅
鰻

　
　
概
灌
蚊
刈
。
　
一
如
性
法
。
餌
取
要
術
水
稲
第
＋
…

　
こ
の
引
用
文
に
は
五
准
の
稲
作
と
北
辰
高
原
の
稲
作
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
応
勘
注
と
関
連
し
て
考
え
る
揚
合
、
北
土
高
原
の
稲
作
は

必
ず
し
竜
比
較
の
対
象
と
は
な
り
が
た
い
か
ら
一
応
除
外
し
て
出
4
3
え

よ
う
。
さ
て
江
准
の
栽
培
を
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
叢
叢
…
に

あ
た
る
記
載
は
な
い
。
水
溜
に
あ
た
る
部
分
は
「
稲
＋
田
長
七
八
寸
」
よ

り
「
復
須
薙
」
ま
で
の
六
句
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
応
勧
注
と
比
較

す
る
と
き
は
、
こ
の
部
分
を
取
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
的
な
い
。
こ
の
丈
の
意
味
は
「
稲
が
七
八
寸
に
な
る
こ
ろ
、
陳
草

が
ま
た
生
ず
る
。
鎌
を
以
っ
て
水
に
侵
っ
て
草
を
斐
除
す
る
。
そ
う

す
れ
ば
草
は
悉
く
膿
死
し
て
し
ま
う
。
稲
…
が
成
長
す
る
に
し
た
が
つ

　
　
　
　
く
さ
と
う

て
、
ま
た
嬉
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
技
術

乱闘

燉
e
は
…
閉
山
目
ノ
し
、
　
壱
な
ん
、
り
量
地
・
り
べ
・
き
こ
と
は
山
な
い
Q
一
か
、
　
た
だ
こ

れ
に
先
立
つ
「
先
放
水
十
日
後
」
の
伺
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
放
水

と
は
溝
…
を
流
れ
る
水
を
田
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
稲
の
播
種
時

期
は
、
要
術
で
は
三
月
中
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
は

各
水
田
に
充
分
の
水
が
貯
わ
え
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
　
（
も
し
三
月
前
に
田
に
沢
出
の
水
が
あ
る
な
ら
ば
、
放
水
は
逆

に
田
の
中
の
水
を
鼠
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
つ
れ
か
私
に

は
断
定
で
ぎ
な
い
。
御
示
教
を
得
た
い
。
）
水
の
量
は
応
勧
注
「
下
水
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種
苗
」
と
岡
じ
で
あ
ろ
う
。
さ
て
雑
草
は
、
陸
田
で
お
さ
え
た
程
度

で
は
、
到
底
絶
滅
は
期
し
が
た
く
陳
草
が
再
び
繁
茂
す
る
。
そ
こ
で

鎌
を
以
っ
て
成
長
す
る
に
従
っ
て
何
度
か
手
で
除
草
す
る
の
で
あ
る
Q

　
以
上
よ
り
見
れ
ば
、
斉
衡
算
術
の
無
機
に
お
け
る
水
稲
栽
培
は
、

農
具
の
発
達
に
よ
る
作
業
の
効
果
を
別
と
す
れ
ば
、
た
だ
欄
植
が
み

ら
れ
な
い
が
、
非
常
に
進
歩
し
た
管
理
法
で
あ
る
。

　
さ
て
応
勧
泣
と
比
較
す
れ
ば
、
竜
と
よ
り
算
者
の
間
に
は
、
文
の

性
格
上
、
著
し
く
組
籍
の
差
が
あ
っ
て
、
一
概
に
技
術
を
比
較
す
る

こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
両
者
の
共
通
部
分
の
み
を
較
べ
れ
ば
、
除

草
に
対
す
る
労
働
集
約
に
多
少
の
差
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
恩
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
程
度
で
本
質
的
な
差
は
な
い
。

　
か
く
重
要
視
さ
れ
て
い
る
除
草
の
対
象
と
な
る
も
の
は
何
か
。
勿

論
稲
以
外
の
草
す
べ
て
を
指
す
に
違
い
な
い
が
、
主
た
る
要
因
は
こ

こ
で
も
勿
論
稗
ぞ
あ
る
。
前
事
要
術
文
中
に
も
、
播
種
前
に
稗
の
種

子
を
排
除
・
ず
る
論
万
法
を
違
べ
て
い
る
し
、
　
「
北
土
山
蘭
原
ぞ
田
緬
一
を
ふ
9

る
の
は
、
草
葉
が
出
て
鎌
で
刈
取
つ
た
位
で
は
到
底
役
に
立
た
な
い

か
ら
だ
し
と
も
記
し
て
い
る
が
、
最
も
稗
の
害
を
明
自
［
に
述
べ
て
い

る
も
の
は
、
聖
旨
…
子
を
引
思
し
た
左
の
マ
文
で
あ
る
。

　
　
准
南
子
日
、
簾
先
稲
熱
。
而
農
夫
蒸
之
考
、
不
卑
小
利
害
大
穫

　
　
鶏
鯛
斎
暴
禦
禁
血

水
取
と
は
「
水
中
に
生
ず
る
稗
」
と
い
う
位
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
小

利
と
は
「
稗
の
み
の
り
」
を
指
し
、
大
領
と
は
稲
の
そ
れ
を
指
す
。

こ
の
文
の
意
味
は
「
水
田
中
で
は
稗
は
稲
に
先
立
っ
て
成
熟
す
る
。

し
か
も
農
夫
が
食
用
と
な
る
稗
を
と
り
除
く
の
は
、
こ
れ
を
放
置
し

て
お
け
ば
稲
の
収
穫
に
害
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
に
あ
る
。
准
南

子
な
ら
ば
ま
さ
に
江
准
あ
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
か
く
高
度
の
技
術
を
持
ち
、
栽
培
の
過
程
申
休
閑
の
必
然
性

の
な
い
要
術
の
文
に
「
稲
無
黒
鼠
。
唯
無
銭
為
良
」
の
ご
と
く
、
二

年
休
閑
を
聯
想
さ
す
語
が
入
っ
て
い
る
の
を
如
何
に
解
す
か
。
こ
の

一
句
こ
そ
は
火
耕
水
褥
及
び
准
域
稲
作
技
術
（
西
山
氏
の
い
う
）
を

目
し
て
一
年
休
閑
と
断
じ
る
重
要
な
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
掘

下
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
「
稲
無
所
縁
」
か
ら
始
め
よ
う
。
大
体
要
術
に
は
一
定
の
記

述
の
形
式
が
あ
り
、
各
作
物
ご
と
に
ま
ず
二
、
行
の
割
注
ぞ
各
地
に
栽

培
さ
れ
て
い
る
品
種
や
め
ず
ら
し
い
志
の
を
説
明
し
、
そ
の
次
に
は

播
種
す
べ
き
土
地
の
選
定
法
が
記
る
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
ど

　
　
　
　
　
　
あ
ど
お

の
よ
う
な
作
物
の
底
が
よ
い
か
、
土
地
の
良
薄
、
高
炉
を
用
う
べ
き

か
下
田
で
よ
い
か
、
等
の
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
次
い
で
種
子
の
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使
用
量
、
播
種
の
時
期
、
異
体
的
な
耕
作
法
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
。

「
三
無
所
縁
し
の
句
は
一
見
「
ど
ん
な
土
地
で
も
よ
い
」
と
の
如
く

解
釈
出
来
る
が
、
後
に
「
土
地
を
選
ぶ
に
は
上
流
に
近
き
を
欲
す
」

と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
様
な
読
方
は
で
き
な
い
。
す
る
と
当

然
「
あ
と
地
」
に
づ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
の
句
は
「
稲
…
は
ど
ん
な
作
物
の
あ
と
地
（
底
）
で
も
よ

い
が
、
た
だ
歳
易
を
良
と
な
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
次
い
で
「
歳
易
」
の
検
討
に
移
る
。
要
術
の
楽
歳
易
を
必
要
と
さ

れ
て
い
る
、
主
要
な
農
作
物
は
水
稲
…
の
外
に

　
　
麻
田
欲
歳
易
　
　
種
麻
第
八

　
　
穀
田
必
須
世
尊
　
種
毅
第
三

の
如
く
穀
（
粟
）
と
麻
と
の
こ
種
が
あ
る
。
歳
易
の
要
求
度
の
高
い

穀
田
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、

ω
　
当
時
（
既
に
玉
代
か
ら
）
粟
が
主
要
食
最
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
西
嶋
氏
の
名
篇
、
　
「
礎
鎧
の
彼
方
」
以
来
の
定
説
で
あ
る
が
、
　
一

　
年
休
閑
を
必
要
と
す
る
が
ご
と
き
土
地
の
利
用
度
の
低
い
穀
物
が

　
主
要
食
料
に
選
ば
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

②
・
漢
代
の
農
家
は
標
…
準
と
し
て
百
畝
の
地
を
持
ち
、
畝
ご
と
三
－

　
四
石
の
収
穫
で
総
計
三
一
四
百
石
の
収
穫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
休
閑
な
ら
ば
毎
畝
六
一
八
石
と
な
り
収
穫
が
高
き
に
す
ぎ
、
反
対

　
に
ご
百
畝
を
持
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
一
戸
当
り
の
田
地
が
広
す
ぎ

　
⑥

　
る
。
そ
の
う
え
李
慢
、
畿
錯
、
仲
長
統
の
文
を
見
て
屯
休
閑
を
感

　
ぜ
し
め
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
⑨

　
右
の
理
由
か
ら
天
野
博
士
の
説
く
ご
と
く
、
粟
は
漢
代
か
ら
す
で

に
休
閑
で
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ぞ
は
歳
易
と
は
何
か
。
私
は
文
字
通
り
「
年
々
種
え
る
揚
所
を
変

え
る
。
換
言
す
れ
ば
速
作
で
は
な
い
し
と
い
う
意
味
に
取
り
た
い
。

か
り
に
A
β
の
一
一
田
が
あ
り
、
今
年
A
に
稲
を
、
B
に
麦
を
種
え
て
、

来
年
そ
の
反
対
に
ま
け
ば
、
稲
。
麦
は
と
も
に
歳
易
で
あ
る
が
A
鷺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

両
州
は
一
毛
作
田
で
あ
っ
て
休
閑
で
は
な
い
。
歳
易
と
は
作
物
を
主

体
に
し
た
語
ぞ
あ
り
、
休
閑
は
土
地
利
用
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
。

　
特
に
稲
作
の
際
は
「
為
良
」
と
良
を
使
用
し
て
い
る
。
要
術
に
は

必
要
度
が
高
い
か
否
か
に
よ
っ
て
、
須
・
歓
・
良
を
使
用
し
て
い
る
が
、

原
則
と
し
て
最
も
必
要
度
の
高
い
竜
の
に
は
「
須
」
を
用
い
、
低
い

許
容
度
の
大
き
い
竜
の
に
対
し
て
は
「
良
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ

故
要
術
は
歳
易
す
ら
も
強
く
は
要
求
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

の
様
に
述
べ
て
く
れ
ば
、
こ
の
一
節
は
自
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

　
　
稲
は
ど
ん
な
作
物
の
あ
と
地
に
ま
い
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
た
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だ
連
作
だ
け
は
止
め
た
方
が
の
ぞ
ま
し
い
。
　
（
地
を
選
ぶ
揚
合

　
　
は
で
き
る
だ
け
上
流
に
近
い
土
地
を
選
ん
で
ほ
し
い
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
す
な
わ
ち
こ
の
句
は
、
水
稲
栽
培
の
土
地
選
定
法
を
蓮
べ
た
一
句

ノ
し
あ
っ
て
、
　
晶
萩
培
琳
力
法
を
述
べ
た
・
文
ノ
し
は
山
な
い
の
ノ
し
あ
・
⇔
。

　
所
で
水
田
農
法
で
歳
易
が
の
ぞ
ま
し
い
の
は
、
歳
易
掬
休
が
除
草

に
な
る
か
ら
ぞ
あ
っ
て
、
　
「
歳
易
為
事
」
は
技
術
の
低
さ
を
意
面
す

る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
除
草
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
強

く
、
土
地
経
済
の
ゆ
る
す
限
り
、
歳
易
が
希
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

逆
説
的
で
あ
る
が
、
要
術
中
歳
易
が
希
望
さ
れ
る
の
は
、
除
草
に
大

き
な
労
働
が
要
求
さ
れ
る
ご
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

要
術
は
農
業
技
術
の
指
導
書
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
当
時
の
土
地
窮

情
が
歳
易
を
許
し
た
か
否
か
と
は
か
か
わ
り
な
し
に
、
最
も
望
ま
し

い
栽
培
形
式
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

　
以
上
で
、
応
勧
注
に
対
す
る
私
見
も
、
技
術
史
的
見
地
か
ら
無
理

な
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
鴫
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
此
様
な

高
度
の
技
衛
が
展
開
さ
れ
て
い
た
社
会
的
経
済
的
背
景
に
ふ
れ
て
み

た
い
。

　
当
時
の
農
業
問
題
の
解
決
の
鍵
と
な
る
も
の
の
一
つ
に
阪
の
問
題

が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
酉
山
・
西
嶋
爾
先
学
の
指
摘
し
た
所
で
あ

っ
て
、
蓋
し
当
時
の
稲
作
は
阪
の
構
築
の
拡
延
と
共
に
普
及
し
て
行

っ
た
と
言
う
も
過
言
で
は
な
い
。
私
竜
阪
か
ら
斑
発
し
て
、
当
時
の

農
業
問
題
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
江
准
地
区
に
阪
を
溝
築
し
て
、
稲
田
を
開
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る

例
を
、
後
漢
書
か
ら
検
索
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
表
が
え
ら
れ
る
。

「
一

ADiC．£F

起
工
者

奨
　
重

飽 隊

身
嗜
位
遣

　
　
荘
園
主

萬
　
下
邦
絹

呈
鶴
大
芝

張
　
堪

漁
陽
太
守

…
二
三
南
陽

T
i
一

匠
蘇
邦
邸
嚥

年
　
代

秦
叢
騰
奪

崔
塗
汲
令

光
幕
頃
⊥
霧

河江
　蘇
纂瞬

晦嚥
1永顎元

一一e平｝和
七…五i五

年年i年

河
北
省
順
義
県

　
出
　
典

　
　
　
宏

π
張
萬

59

y
　
豊

61

｣
差

出
東
省
金
墨
建
初
元
飼
薪
秦

蕩
省
汲
墜

証
崔
緩

　
∴
　
葺
は
熟
田
。
C
は
概
照
と
あ
っ
て
稲
爾
と
は
し
る
さ
れ
て
い
な
い
が

　
　
　
稲
田
と
考
え
て
竜
よ
い
と
思
う
。
　
（
D
。
F
は
北
土
）

　
右
の
表
を
見
る
と
（
ま
ず
気
付
く
こ
と
は
A
は
著
名
な
大
食
園
主

で
あ
る
が
、
他
は
太
守
県
令
の
地
方
富
に
よ
っ
て
工
事
が
営
ま
れ
て

い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
書
が
官
界
を
中
心
と
し
た
皮
書
で
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あ
る
こ
と
に
も
一
辛
・
の
理
由
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
な
ん
と
い
っ
て

・
も
水
田
曲
籏
業
の
場
合
、
漸
田
開
発
に
は
水
利
網
の
完
成
が
先
決
条
件

ぞ
あ
っ
て
、
陸
田
の
開
発
に
比
較
し
て
多
大
の
資
本
と
労
働
力
を
投

下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
余
程
の
大
地
主
か
、
官
の
力

を
借
り
な
け
れ
ば
不
可
能
な
難
事
業
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
水
田

・
開
発
の
特
殊
性
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
次
は
、
す
で
に
こ
の
地

帯
は
麦
作
（
陸
田
）
地
帯
ぞ
あ
っ
た
こ
と
は
叢
書
食
貨
土
中
の
杜
預

の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
地
帯
に
水
稲
作
が
進
出
し
て
来
た

事
実
は
、
水
稲
作
が
巨
大
な
資
本
投
下
を
行
っ
て
も
陵
田
に
比
較
し

て
多
く
の
利
益
を
あ
げ
得
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

文
章
は
稲
田
開
発
が
地
方
官
の
善
政
ぞ
あ
る
と
、
最
上
級
の
讃
辞
を

あ
た
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
禦
情
を
推
征
す
る
に
難
く
な
い
。

さ
て
当
時
こ
の
地
方
は
漢
の
フ
・
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
北
方
入
を
招
潔

し
て
、
開
発
し
て
い
た
纂
実
か
ら
断
ず
れ
ば
「
こ
の
地
方
σ
官
萸
や

大
土
地
所
膚
者
（
豪
族
）
が
北
方
の
流
人
を
招
募
し
、
そ
の
安
価
な

労
働
力
を
使
用
し
て
、
こ
の
有
利
な
水
田
の
可
墾
地
を
開
発
し
て
、

そ
の
代
償
と
し
て
彼
等
新
入
者
を
安
定
さ
せ
た
」
も
の
と
解
し
て
差

支
あ
る
ま
い
。
陸
・
田
地
帯
が
水
田
化
を
有
利
と
す
る
の
は
、
水
田
の

網
当
高
い
生
産
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

　
と
こ
ろ
で
自
給
霞
足
を
原
期
と
す
る
当
時
の
経
済
で
は
、
大
土
地

所
荷
者
は
自
己
の
土
地
よ
り
色
々
の
生
活
物
質
を
出
来
る
だ
け
確
保

す
る
た
め
、
各
種
の
無
理
な
栽
培
を
竜
試
み
る
と
共
に
、
拡
大
再
生

産
の
た
め
に
は
敢
て
資
本
の
投
下
を
お
し
む
も
の
で
な
い
。
し
た
が

っ
て
豪
族
の
大
土
地
経
営
は
、
栽
培
技
術
に
お
い
て
、
土
地
利
用
の

高
慶
化
に
お
い
て
、
大
き
な
進
歩
を
竜
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
後
漢
江
准
の
大
土
地
所
有
者
群
の
成
立
の
中
に
、
す
で
に
高
次

の
農
業
生
産
性
、
応
勧
・
爺
様
型
の
技
術
の
存
在
を
見
与
し
た
い
の

で
あ
る
。
当
時
の
豪
族
は
空
薫
酌
に
そ
の
所
有
地
を
拡
延
し
た
が
、

内
部
に
お
け
る
耕
作
は
原
始
的
な
一
年
休
閑
農
法
で
あ
っ
た
と
も
い

わ
れ
る
。
し
か
し
水
田
開
発
の
特
殊
性
と
、
高
い
農
耕
技
術
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
北
方
人
の
南
下
を
考
え
る
時
に
は
こ
の
意
見
に
賛
同
し
が
た
い
。

こ
こ
で
’
今
迄
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、

ω
　
応
勘
注
「
因
淵
瀬
玄
」
の
悉
く
は
草
の
み
を
さ
す
。

㈹
　
後
漢
の
論
叢
は
斉
民
事
術
と
殆
ん
ど
同
じ
高
さ
の
も
の
で
あ
り

　
一
年
休
閑
…
、
或
は
除
草
な
き
（
饅
具
に
よ
る
）
農
法
な
ど
の
如
く

　
原
始
…
農
法
と
理
　
解
す
。
へ
き
ノ
し
は
山
な
い
。

③
　
歳
易
と
は
種
を
ま
く
土
地
を
変
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
必

　
ず
し
も
休
閑
を
意
味
し
な
い
。
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韓→、

ｱ
の
技
術
は
豪
族
の
大
土
地
所
有
を
背
景
と
し
て
江
准
に
普
遍

　
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五

　
後
漢
の
水
稲
作
に
つ
い
て
は
前
節
で
終
っ
た
が
、
そ
れ
に
前
後
す

る
時
代
の
稲
作
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
・
節
も
ま
た
火
谷

水
縛
ど
そ
の
注
か
ら
撮
発
し
よ
う
。

　
　
是
時
山
東
被
河
蕎
。
及
歳
不
登
数
年
。
人
魂
相
食
。
方
一
二
干

　
　
里
。
天
子
憐
之
。
認
臼
。
江
南
火
耕
水
窪
。
今
飢
民
順
流
虫
食

　
　
江
准
闇
。
勾
留
之
処
。
遣
使
有
蓋
相
属
於
道
。
寒
風
。
下
巴
燭

　
　
粟
以
詠
嘆
。
散
華
　
平
準
書

　
　
楚
越
之
地
。
地
広
人
稀
。
飯
稲
赤
魚
。
消
火
書
手
水
衣
。
果
繭

　
　
轟
蛤
。
不
適
賞
鳶
足
。
地
勢
饒
食
。
無
適
齢
之
患
。
以
故
砦
窟

　
　
倫
生
。
無
積
環
而
多
念
。
薄
染
江
准
以
南
。
無
蓋
餓
之
人
。
亦

　
　
無
干
金
之
家
。
史
記
　
貨
殖
列
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
膚
の
史
記
の
文
に
拠
れ
ば
、
西
嶋
氏
の
指
摘
し
た
ご
と
く
未
だ
階

級
の
分
化
し
な
い
未
開
社
会
に
お
け
る
原
始
的
な
技
術
を
さ
し
た
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
ぞ
、
あ
る
い
は
張
守
飾
に
依
拠
し
た
天
野
博
士
の
説
の
如
く
除
草

（
農
具
に
よ
る
）
の
な
い
水
稲
藏
培
で
あ
っ
た
か
電
知
れ
な
い
。
私

の
理
解
に
あ
や
ま
り
が
な
い
な
ら
ば
、
次
の
一
文
は
博
士
の
見
解
を

端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
応
勧
が
焼
草
下
水
種
稲
と
い
っ
た
の
は
、
い
い
す
ぎ
で
あ
っ
て
，

　
　
そ
の
点
張
説
の
風
草
下
種
の
如
く
焼
田
後
た
だ
ち
に
播
種
し
、

　
　
上
記
乾
沓
直
播
法
の
如
き
形
式
の
も
の
だ
っ
た
と
解
す
べ
き
で

　
　
あ
ろ
う
。
然
る
と
き
は
応
勧
も
い
う
如
く
、
草
与
稻
並
生
ず
る

　
　
が
、
年
降
水
量
八
○
○
ミ
リ
以
上
を
も
ち
、
と
り
わ
け
夏
期
降

　
　
雨
ρ
多
い
地
方
で
は
、
そ
の
際
灌
水
さ
れ
れ
ば
、
陸
生
雑
草
は

　
　
冠
水
に
あ
っ
て
、
死
滅
乃
至
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

　
　
は
所
謂
水
主
で
あ
る
と
、
理
解
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

憾
士
の
説
は
連
作
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
農
具
に
よ
る
除

草
は
な
く
、
従
っ
て
軽
し
竜
条
播
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
斉
民
要
術

や
潅
南
子
が
注
意
し
て
い
る
稲
の
大
敵
、
r
稗
に
対
す
る
無
慮
が
な
い
。

こ
の
方
法
で
は
死
滅
乃
至
抑
制
の
き
か
な
い
生
命
力
の
豊
か
な
雑
草

が
稲
と
共
に
繁
茂
す
る
と
思
わ
れ
て
、
応
勧
油
に
比
較
し
て
は
る
か

に
低
い
農
法
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
、
き
わ
め
て
原
始
的

な
感
を
与
え
る
外
記
の
火
陸
水
褥
の
解
釈
と
し
て
よ
り
適
切
と
屯
い

い
得
る
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
と
応
勧
と
で
は
約
二
百
年
の
差
が
あ
り
、

而
も
そ
の
闘
前
述
の
ご
と
く
江
潅
の
地
は
、
北
方
人
の
南
下
に
よ
つ

1！　〈359）



て
著
し
く
開
発
が
進
ん
で
お
り
、
爾
者
の
闇
に
瀟
作
技
術
の
差
を
考

え
て
も
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
。

　
ぞ
は
応
砺
は
、
後
漢
の
稲
作
を
鞭
っ
て
史
記
の
注
を
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
路
来
な
い
。
彼
は
末
句

に
「
所
謂
単
層
水
褥
也
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
漢
書
の
注
を
も
の
し

て
、
前
漢
の
史
実
に
詳
し
い
彼
が
、
わ
ざ
く
所
謂
と
い
う
以
上
、
一

概
に
後
漢
技
術
を
も
つ
て
、
そ
の
ま
ま
、
前
漢
に
あ
て
た
と
も
断
じ

え
な
い
の
で
あ
る
。
江
南
に
古
く
か
ら
除
草
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え

る
も
の
は
必
ず
し
即
応
勧
一
人
分
は
な
く
、
大
儒
郷
玄
竜
ま
た
周
礼

考
工
記
の
「
嵐
7
之
早
撃
也
。
非
無
鋳
也
。
夫
人
而
能
為
鐙
也
」
に
、

　
　
言
其
丈
夫
人
。
糞
蝿
単
作
楽
器
。
不
須
罷
工
。
黒
地
心
理
。
多

　
　
草
蔑
。
而
掬
壷
金
錫
。
鋳
治
之
業
。
田
灘
崎
多
。

と
注
し
て
江
南
は
冥
々
で
草
蔵
が
多
い
か
ら
、
各
人
田
器
を
作
っ
た

の
だ
と
聞
接
に
除
草
が
農
業
の
大
仕
事
だ
つ
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し

て
い
る
。
前
述
灘
南
子
の
稗
退
治
は
、
前
漢
初
期
の
江
潅
農
業
の
状

態
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
書
溝
飛
下
に
「
武
帝
が
扮
河
の
水
を

引
い
て
、
沿
陰
蒲
阪
の
地
に
五
干
頃
。
ご
百
万
石
の
稲
田
を
開
い
た

と
こ
ろ
、
数
年
に
し
て
河
道
が
移
っ
て
、
田
を
耕
す
考
は
そ
の
種
籾

す
ら
償
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
や
が
て
渠
田
と
も
に
荒
廃
し
た
。

そ
こ
で
二
人
を
選
ん
で
そ
の
地
を
耕
作
し
、
漸
次
そ
の
程
を
小
府
に

収
め
た
」
と
い
う
意
味
の
記
載
が
あ
る
。
わ
ざ
く
二
人
を
選
ん
だ

の
は
、
顔
師
古
も
注
し
た
如
く
に
、
水
田
耕
作
者
と
し
て
の
彼
等
の

手
腕
を
認
め
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
か
く
見
れ
ば
当
時
の
稲
作
に
は
二
つ
の
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
が
、
古
い
技
術
と
新
ら
し
い
技
術
の
共
存
し
う
る
こ
と
は
、
風
土

的
性
格
の
強
い
馬
自
給
霞
足
性
の
強
い
農
業
の
特
色
ぞ
あ
っ
て
、
同

一
時
代
に
二
つ
の
技
術
を
認
め
る
こ
と
は
何
等
矛
盾
を
生
ず
る
も
の

で
は
な
い
。
巨
視
的
に
見
れ
ば
一
も
と
よ
り
繊
入
が
あ
る
が
一

　
　
　
　
⑭

一
つ
は
江
准
の
技
術
で
あ
り
、
他
は
江
南
の
技
術
で
あ
る
と
割
切
れ

な
い
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
に
爾
者
の
文
化
差
を
現
わ
す

の
で
は
な
く
て
、
稲
に
適
し
た
気
候
条
件
を
持
ち
栽
培
に
手
の
か
か

ら
な
い
江
南
と
、
補
助
し
な
け
れ
ば
稲
の
成
長
し
が
た
い
江
准
と
の

風
土
的
条
件
に
も
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
技
術
の
中
い
ず
れ
を
以
て
漢
代
の
稲
作

技
術
を
代
表
せ
し
む
べ
き
ぞ
あ
る
か
と
い
え
ば
、
、
江
准
の
技
術
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
代
蓑
さ
す
べ
き
で
あ
る
。
高
低
の
差
の
尊
し
い
技
術
が
同
一
陣
代

に
共
存
す
る
時
は
、
ま
ず
普
遍
的
な
竜
の
を
取
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
断
定
が
不
可
能
な
時
は
、
経
済
的
に
そ
の
時
代
を
支
え
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て
い
る
地
域
の
枝
術
、
ま
た
は
最
も
進
ん
だ
技
術
を
以
て
代
表
さ
す

の
が
隠
当
で
あ
ろ
う
。
漢
代
に
は
江
南
は
未
だ
真
に
歴
史
上
の
舞
台

と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
次
い
で
晋
書
食
貨
志
中
の
杜
預
の
上
奏
文
を
考
え
よ
う
。

　
　
預
叉
言
。
諸
欲
修
水
田
者
。
皆
漁
火
耕
水
褥
為
便
。
非
野
寄
也
。

　
　
然
憂
事
。
施
於
新
田
草
葺
与
百
姓
読
義
絶
離
者
耳
。
往
者
東
南
。

　
　
草
剣
竜
稀
。
領
得
火
田
之
利
。
自
頃
戸
口
日
増
。
而
阪
煽
歳
決
。

　
　
良
瞬
変
生
冠
着
。
七
二
沮
沢
之
際
。
水
陸
魚
津
。
放
牧
絶
種
。

　
　
樹
木
立
枯
。
皆
野
之
害
也
。
阪
下
期
土
薄
。
水
筆
澄
属
下
潤
。

　
　
故
毎
有
水
雨
。
縄
帯
横
流
。
延
及
陸
照
。
選
者
不
思
其
故
。
圃
、

　
　
云
。
此
面
不
可
陸
種
。

　
岡
崎
博
士
は
こ
の
上
奏
文
か
ら
「
三
嘆
水
定
は
す
で
に
過
急
の
農

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

法
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
」
と
断
定
し
て
い
る
Q
こ
の
文
を
そ
の
ま
ま

受
取
れ
ば
上
火
耕
水
褥
は
晋
代
江
准
の
聞
で
は
、
新
田
草
莱
の
地
に

適
用
す
る
農
法
、
換
書
す
れ
ば
往
者
人
煙
稀
な
る
時
の
農
法
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
の
通
常
的
な
農
法
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
で
あ
る
。
こ

れ
に
続
く
東
晋
元
仁
の
時
の
玉
壷
の
上
奏
も
ま
た
同
様
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

　
　
聞
者
流
人
奔
東
呉
。
東
嶺
如
露
。
皆
巴
還
反
江
西
。
良
田
富
廃

　
　
来
久
。
火
汚
水
縛
。
為
撃
墜
易
。
宜
簡
流
人
。
興
復
鷲
宮
。
功

　
　
労
報
賞
。
皆
如
魏
氏
故
事
　
　
晋
書
　
食
貨
志

　
右
の
文
は
「
さ
き
ご
ろ
、
流
人
が
東
呉
に
流
れ
こ
ん
で
き
た
の
で
、

い
ま
や
東
呉
の
土
地
が
せ
ま
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
入
た
は
皆
勤
に
江

西
に
還
っ
た
。
そ
の
結
果
（
再
び
）
詩
賦
の
良
田
が
麟
廃
久
し
く
、

火
耕
水
褥
の
法
に
よ
っ
て
、
比
較
的
容
易
に
生
産
が
ぞ
き
る
。
そ
こ

で
よ
ろ
し
く
流
民
を
え
ら
び
、
農
官
を
復
興
し
、
功
労
報
賞
の
制
を

も
う
け
る
こ
と
、
魏
氏
の
故
事
の
如
く
に
せ
よ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
の
書
も
又
望
事
の
上
奏
と
同
じ
く
、
火
耕
水
褥
は
、
駿
門
地
に
適

用
す
べ
き
農
法
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
で
に
東
晋
孤
露
の
時

代
に
は
、
江
南
三
呉
の
地
す
ら
、
火
耕
水
褥
は
、
普
通
の
土
地
に
施

す
べ
き
農
業
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
岡
崎
博
，
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
見
解
は
不
充
分
で
あ
る
が
や
は
り
貞
・
見
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
で
は
最
も
規
実
的
な
は
ず
の
水
害
対
策
に
、
何
故
に
普
遍
と
も
考

え
ら
れ
な
い
火
誘
水
褥
の
議
論
が
重
要
ら
し
く
取
扱
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
若
干
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

上
奏
文
の
冒
頭
に
は
「
預
建
言
（
以
下
上
奏
文
と
賂
称
）
」
　
と
あ
り
、

圃
食
貨
志
中
に
、
こ
れ
に
先
立
ち
て
杜
預
の
上
疏
文
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
水
害
に
対
し
て
上
奏
文
は
最
初
の
も
の
で
な
い
。
「
威
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寧
四
年
秋
、
、
大
森
雨
蝿
轟
起
。
世
上
疏
多
随
緊
要
、
事
在
食
貨
志
」

（
杜
預
伝
）
と
あ
る
ご
と
く
、
彼
が
何
度
か
意
見
を
開
陳
し
た
中
の
一

つ
ぞ
あ
る
。
更
に
上
疏
文
中
「
臣
■
斡
思
惟
。
今
者
水
災
。
東
南
特
劇
。

非
但
五
稼
不
収
。
居
業
事
損
…
…
来
者
宜
大
壊
魔
奥
州
東
界
諸
破
。

随
其
所
帰
　
而
宣
導
之
…
…
」
と
由
来
の
血
汐
を
こ
わ
し
陸
田
を
残

す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る
者
か
ら
、
「
江

南
の
地
は
陸
寵
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
わ
、
矢
張
り
水
田
を

修
め
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
い
て
は
水
害
の
後
で
臓
廃
し
て
い
る
か
ら
、

開
拓
用
の
火
窪
水
鯉
縛
法
を
用
い
る
と
よ
い
」
と
あ
た
か
も
応
命
の
ご

と
き
意
見
の
禺
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
上
奏
文
申
コ
慰
者
、
不
思

其
故
。
函
南
。
此
土
不
可
陸
種
」
と
あ
る
は
、
こ
の
反
対
論
の
あ
っ

た
傍
証
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
説
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
杜
預
の
上
奏

文
は
了
解
ぞ
き
よ
う
。

　
　
も
ろ
く
の
水
田
を
修
め
よ
と
主
張
す
る
考
は
、
み
・
な
火
耕
水

　
　
簿
を
以
て
便
利
と
い
う
。
成
程
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
し
か
し
火
豊
水
褥
の
法
は
、
新
田
の
草
む
ら
と
、
百
姓
の
家
と
、

　
　
耕
地
の
は
な
れ
た
所
ぞ
の
み
可
能
で
あ
る
。
む
か
し
東
南
は
、

　
　
始
め
て
開
拓
さ
れ
た
土
地
で
（
下
田
の
耕
地
と
、
高
地
の
住
家

　
　
と
か
距
た
っ
て
い
た
か
ら
）
、
　
火
田
の
利
益
を
享
受
ぞ
き
た
の

　
　
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
頃
で
は
こ
の
地
の
戸
口
が
日
毎
に
ま
し
、

　
　
そ
の
上
破
塙
が
毎
年
の
ご
と
く
に
決
壊
し
、
良
田
変
じ
て
蒲
葦

　
　
の
、
し
げ
る
所
と
な
h
ノ
、
　
人
女
伊
か
わ
ず
か
に
帽
傷
沢
の
山
卜
定
に
・
蟹
繍
栄

　
　
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
再
び
火
王
水
褥
を
繰
返
し
得
な
い
。

　
　
一
体
か
く
蕎
下
の
地
が
そ
の
本
来
の
次
課
を
失
な
い
、
放
牧
の
牛

　
　
馬
そ
の
姿
を
消
し
A
樹
木
の
み
残
骸
を
さ
ら
す
の
は
、
す
べ
て

　
　
こ
れ
破
の
な
せ
る
業
で
は
な
い
か
。
そ
亀
～
～
阪
多
け
れ
ば
、

　
　
（
表
土
が
取
ら
れ
て
）
耕
地
の
表
土
が
う
す
く
な
り
、
そ
の
た

　
　
め
水
が
地
表
に
あ
さ
く
た
ま
っ
て
、
地
下
に
し
み
こ
ま
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
は
物
の
饗
・
あ
る
。
さ
れ
ば
一
雨
あ
れ
ば
水
流
が
ほ
し
い
ま
ま
’

　
　
に
ひ
ろ
が
り
、
陸
矯
に
ま
で
及
ぶ
。
水
簾
論
者
は
こ
の
原
因
を

　
　
掘
下
げ
ず
、
翼
果
の
み
み
て
陸
蔑
す
べ
か
ら
ず
な
ど
と
い
う
。

　
　
ま
こ
と
に
考
え
ざ
る
も
甚
し
。

と
極
付
け
て
、
こ
れ
に
次
い
で
肉
身
の
麦
作
論
を
、
如
何
に
も
技
術

者
ら
し
く
数
字
に
基
い
て
論
述
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
議
論
は
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　

ま
で
水
害
対
策
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
火
耕
水
褥
（
当
時
の
人
の

考
え
る
水
照
開
墾
法
）
の
生
産
力
を
一
応
み
と
め
つ
つ
、
人
口
が
多

く
、
住
家
と
水
田
の
近
い
総
隈
、
水
田
農
法
が
絶
対
採
用
さ
る
べ
き

で
な
い
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
索
書
の
薯
者
は
幾
つ
か
の
杜
預
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の
上
奏
文
範
、
最
初
に
破
の
破
壊
を
主
張
し
た
上
議
文
及
び
彼
の
主

張
な
貫
徹
し
た
上
奏
文
と
を
取
上
げ
て
編
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
西
晋
の
時
代
の
江
准
地
方
は
、
す
ぞ
に
笹
島
水
褥
を
開

墾
農
法
と
す
る
別
の
稲
作
技
術
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
叉
江
南
の
地
も
…
三
呉
・
江
西
の
先
進
地
で
あ
る
が
l
i

晋
の
南
渡
後
、
ま
も
な
く
火
二
水
褥
は
過
曇
の
開
墾
地
用
の
特
殊
農

法
と
化
し
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
前
節
の
鶴
里
の
江
准
農
法

は
要
術
型
に
な
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
火
溜

水
褥
の
技
術
内
容
を
以
て
漢
代
よ
り
南
北
朝
に
至
る
水
稲
技
術
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
考
え
方
導
体
の
再
検
討
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
意
味
か
ら
西
山
氏

が
火
耕
鮎
並
と
、
准
域
農
法
と
の
間
に
一
線
を
謝
し
た
の
は
正
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
．
ら
な
い
。

山A

　
本
稿
に
お
い
て
私
は
、
応
勧
懲
に
基
づ
い
て
後
漢
の
江
潅
の
稲
作

技
術
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
前
漢
・
爾
晋
の
稲
作
に
も
若
干
雷

及
し
た
。
私
の
使
用
し
た
史
料
は
斉
罠
要
術
を
除
け
ば
、
主
と
し
て

火
回
水
褥
に
関
〃
す
る
文
、
及
び
そ
の
注
で
あ
る
。
し
か
る
に
注
と
火

耕
水
鳥
と
を
切
り
離
し
て
、
火
悪
水
褥
の
技
術
内
容
、
或
は
誰
の
注

を
正
解
と
す
べ
き
か
等
の
重
要
な
問
題
に
は
何
等
ふ
れ
る
所
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

①
　
面
繋
・
水
褥
と
い
う
二
条
件
の
限
定
で
は
、
そ
の
条
件
を
満
足

　
さ
す
範
囲
に
お
い
て
相
当
官
の
あ
る
技
術
が
共
存
し
う
る
。
い
わ

　
ば
応
勧
注
も
反
対
す
る
理
由
が
た
た
な
け
れ
ば
、
張
守
節
も
正
し

　
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
何
処
の
注
と
し
て
は

　
誰
の
説
が
妥
当
と
、
思
わ
れ
る
」
と
い
う
条
件
付
の
火
葉
水
褥
の
解

　
釈
は
で
き
て
も
、
火
領
水
褥
と
は
何
ん
そ
や
と
い
う
問
題
に
答
え

　
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

②
　
火
耕
水
褥
を
一
連
の
も
の
と
解
釈
す
る
の
は
火
耕
而
水
褥
と

　
コ
㎜
し
の
入
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
訓
詰
学
者
が

　
い
ず
れ
も
そ
の
考
え
方
に
従
っ
て
水
稲
栽
培
の
技
術
と
し
て
注
釈

　
を
付
し
て
い
る
が
、
彼
等
の
注
釈
は
す
べ
て
水
褥
を
問
題
に
し
て
、

　
火
耕
は
単
に
焼
土
の
如
く
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
焼
土
は
必
ず

　
し
亀
原
始
農
法
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
原
始
の
理
由
に
水

　
褥
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
と
い
う
無
理
が
あ
る
。
ま
た
火
耕
而

　
水
褥
と
而
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
火
耕
ど
水
髪
が
一
連
の
も
の

で
あ
る
と
い
わ
な
く
と
も
よ
い
。
し
て
み
る
と
火
耕
と
水
褥
は
切

　
り
は
な
す
べ
き
屯
の
で
あ
っ
て
、
火
耕
…
水
準
即
水
爾
農
法
と
い
う
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前
提
も
再
検
討
を
必
要
と
ず
る
。
塩
海
論
通
有
篇
、

　
　
荊
西
南
有
桂
林
之
饒
。
内
因
江
湖
之
利
。
左
陸
陽
之
金
。
右
燭

　
　
　
　
　
　
　
Q
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O

　
　
漢
之
材
。
伐
木
而
樹
穀
。
播
莱
而
播
粟
。
火
回
水
回
。
地
広
而

　
　
饒
財
。

　
を
見
れ
ば
、
火
耕
水
褥
は
高
田
の
開
拓
農
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　
か
で
、
水
田
農
法
と
の
み
考
え
る
こ
と
は
益
肉
困
難
に
な
る
の
で

　
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
火
針
水
影
の
研
究
は
一
層
広
い
視
野

に
立
っ
て
再
出
発
を
し
な
け
れ
ば
な
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
到
底

規
在
の
私
の
能
力
で
は
解
決
禺
来
な
い
の
で
、
先
学
の
御
示
教
を
得

て
、
後
究
の
資
と
し
た
い
。

①
字
都
宮
清
膚
「
劉
秀
と
南
岳
」
「
憧
約
研
究
」
漢
代
社
会
経
済
史
研
究

　
所
収
。
本
書
中
の
昏
論
文
か
ら
豊
代
の
性
器
を
考
え
る
上
に
多
大
の
御
示

　
教
を
得
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。

②
　

こ
れ
ら
の
注
は
西
嶋
｝
定
生
「
火
玉
画
鋲
に
つ
い
て
」
和
田
博
士
蝋
羅
暦
認

　
念
東
洋
史
論
叢
、
及
び
天
野
元
之
助
「
火
耕
水
脚
の
弁
i
中
乙
吉
代
江

　
南
水
稲
騨
作
技
術
考
t
」
史
学
雑
誌
六
一
の
四
　
に
詳
し
く
批
評
し
て
い

　
る
。

③
西
嶋
氏
は
前
掲
論
文
中
「
稲
の
収
穫
後
は
雑
草
が
焼
き
払
う
ほ
ど
繁
茂

　
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
晶
削
年
休
　
閑
さ
れ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
・
と
述

　
べ
て
い
る
。
私
は
江
潅
r
及
び
江
南
な
ら
ば
焼
く
に
足
る
だ
け
の
雑
草
は
充

　
分
に
繁
茂
す
る
と
愚
う
。
そ
れ
に
超
勤
の
刈
”
方
は
今
の
如
く
心
月
全
な
根

　
刈
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
嚢
、
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
穂
刈
で
あ
り
、
ま
た
そ

　
れ
程
で
な
く
と
も
茎
の
中
問
か
ら
切
る
な
ら
ば
、
残
っ
た
藁
は
雑
草
で
あ

　
る
。

　
　
火
耕
者
、
刈
稲
了
焼
其
藁
。
・
以
肥
土
。
然
後
霜
之
。
　
漢
、
轡
疏
証
巻
二

　
火
耕
水
印

　
　
と
い
う
沈
軍
戸
W
は
根
刈
で
な
い
こ
と
を
心
向
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
後
述
の
ご
と
く
火
一
耕
は
盈
口
鍛
や
雑
繭
単
の
駆
除
と
、
肥
培
と
に
役
立
つ

　
な
ら
ば
草
に
藁
を
加
え
て
焼
い
て
も
よ
い
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
火

　
耕
は
必
ず
し
竜
一
年
休
閑
を
前
提
と
す
る
必
要
が
な
い
と
愚
う
。

④
　
も
っ
と
も
一
度
刈
払
っ
た
稲
を
再
び
成
長
さ
す
方
法
は
絶
対
に
な
い
わ

　
け
で
は
な
い
。

　
　
南
方
有
蝉
鳴
稲
。
七
月
熟
。
有
蓋
。
下
霞
（
闘
）
瀬
。
正
月
種
。
五
月
穫
。

　
　
穫
詑
。
其
茎
根
復
生
。
九
月
熟
。
　
斎
晟
要
術
水
稲
第
＋
一

　
　
字
林
闘
。
縄
（
力
脂
反
）
。
稲
今
年
死
。
来
年
霞
生
岡
。
　
右
同

　
こ
れ
は
一
叢
鞍
死
し
た
稲
㎝
を
そ
の
ま
X
晶
似
澄
し
て
お
く
と
、
再
び
成
長
す

　
る
こ
と
を
牽
し
た
丈
例
で
あ
る
。
鵜
は
多
少
疑
關
』
が
あ
り
、
脱
粒
性
の
稲

　
の
揚
含
を
い
う
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
下
白
稲
の
例
は
明
ら
か
に
ピ
コ
バ

　
皿
を
成
長
さ
し
て
、
一
年
・
再
熟
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
し

　
か
し
こ
の
稲
は
老
熟
で
あ
る
が
、
充
分
に
分
業
温
し
た
根
を
利
画
す
る
か
ら
、

　
新
ら
し
く
発
芽
す
る
雑
草
に
対
抗
で
選
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
絵
程
稲
の

　
適
地
、
即
ち
高
温
多
湿
の
所
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
要
術
に
電

　
南
方
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
普
逓
的
な
方
法
と

　
は
思
わ
れ
な
い
。
然
し
こ
の
方
法
は
単
に
可
能
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
南
方
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旛勧「火耕水灘」注より見たる後漢江潅の水稲作技術について（米眠）

　
で
竜
住
民
が
こ
の
様
な
栽
培
法
を
主
と
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

⑤
　
西
山
武
一
「
斉
嵐
要
術
に
お
け
る
灘
曜
域
稲
作
の
実
体
i
言
条
水
娠
鰐
法
及

　
び
照
植
連
作
法
と
の
関
係
i
」
鹿
瞭
背
塒
大
轡
†
農
挙
叡
叩
厳
・
術
齪
…
膏
第
3
磐

⑥
西
山
氏
は
『
（
要
術
は
）
「
苗
が
七
八
寸
長
の
時
、
鎌
で
水
中
の
陳
草
を

　
刈
っ
て
騰
…
死
さ
せ
」
続
い
で
「
偲
鱒
し
」
て
い
る
が
、
　
こ
の
幅
様
な
立
毛
田
の

　
手
除
草
は
、
稲
が
条
播
さ
れ
、
条
聞
に
足
を
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

　
（
荊
掲
論
文
）
』
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
応
勧
注
も
「
悉
跡
凶
去
」
と
草
を

　
刈
取
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
後
轄
機
の
冒
す
で
に
三
七
で
あ
っ
た
と

　
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

⑦
　
大
島
利
｝
「
雲
霞
と
代
閏
」
幽
果
洋
史
研
究
｝
四
の
｝
。
二
合
刊
号
　
氏

　
は
畝
に
五
石
で
亀
現
在
の
粟
の
反
当
収
穫
高
と
比
較
す
る
と
高
過
ぎ
る
と

　
述
べ
て
い
る
。
六
i
八
石
な
ら
ば
更
に
高
き
に
失
す
る
で
あ
ろ
う
。

③
　
　
晶
ル
始
二
年
の
例
で
は
　
一
～
戸
倉
P
の
四
日
は
ゐ
ハ
ニ
畝
ム
擢
η
に
な
っ
て
い
る
。

⑨
　
天
野
元
之
助
「
中
願
古
代
史
家
の
諸
説
を
評
す
」
歴
史
学
研
究
一
八
O

⑧
　

一
年
休
閑
電
歳
H
易
の
一
種
で
あ
る
と
亀
い
い
得
る
が
、
客
月
民
韓
藍
は
絹

　
当
跳
激
密
に
文
字
を
使
別
け
て
い
る
か
ら
、
水
〃
脳
の
揚
合
の
み
編
戚
易
の
特
殊
㎝

　
な
形
式
を
と
る
の
な
ら
ば
、
別
の
装
丁
を
使
溺
す
る
か
、
ま
た
は
質
思
趨

　
資
身
の
注
が
あ
る
筈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑪
私
は
フ
・
ン
テ
ィ
ア
が
開
発
さ
れ
る
際
の
技
術
の
伝
播
に
は
二
つ
の
型

　
が
あ
る
と
囲
心
う
。
m
田
は
支
　
配
瓢
償
ま
た
は
経
蛍
最
佃
の
み
が
移
転
し
て
、
原
住

　
民
を
憂
心
識
し
て
開
発
す
る
ヶ
；
ス
で
あ
る
。
こ
の
盛
合
に
は
新
ら
し
い
技

　
術
ぼ
比
較
的
導
入
し
が
た
く
（
導
入
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
図

　
と
対
比
し
て
）
、
従
濡
米
の
技
術
を
効
果
的
に
賞
用
す
る
部
面
が
多
い
。
②
に

　
は
高
い
狡
術
を
持
つ
た
耕
伶
者
が
流
入
す
る
整
合
・
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は

　
高
い
技
術
で
も
つ
て
開
拓
さ
れ
る
こ
と
は
言
を
僕
…
た
な
い
。
後
急
難
『
期
か

　
ら
南
北
朝
に
至
る
江
島
・
江
南
の
開
発
は
大
局
的
に
言
え
ば
図
の
ケ
ー
ス

　
に
属
す
亀
の
と
思
う
。

⑫
西
嶋
定
生
前
掲
論
文

⑫
　
天
野
元
之
助
「
火
耕
水
霧
の
弁
」

⑭
李
丈
信
「
古
代
的
鉄
農
具
」
丈
物
参
孜
資
料
一
九
五
四
年
九
期
に
よ

　
れ
げ
P
戦
園
剛
よ
P
藁
葺
に
薫
る
艦
歯
噛
旦
ハ
四
十
⊥
ハ
件
申
乞
分
耽
銀
し
て
、
　
除
輩
・
具
と

　
し
て
二
葉
類
五
件
・
収
二
三
と
し
て
鉄
鎌
類
五
件
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ

　
こ
れ
筆
の
漸
炭
具
に
は
江
准
水
硲
稲
作
の
地
轍
常
か
ら
嵐
た
と
明
言
し
た
亀
の
は

　
な
い
が
、
鉄
器
の
一
撮
具
の
分
布
は
粛
…
は
長
沙
、
北
は
漁
…
陽
に
ま
で
輔
濡
す
と

　
い
う
。

⑬
前
漢
の
江
准
の
農
業
を
こ
の
様
に
考
え
る
言
論
、
前
飾
で
応
勧
や
二
二

　
型
の
、
灰
立
を
後
漢
に
お
い
た
が
、
更
に
遡
ら
し
得
る
こ
と
Σ
な
る
。
し
か

　
し
こ
鼠
で
は
単
に
江
南
の
農
業
に
比
較
し
て
発
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

　
が
わ
か
る
だ
け
で
具
体
的
に
農
法
を
示
す
臨
頁
料
が
な
い
ゆ
え
、
下
限
の
後

　
貼
拠
に
お
さ
え
た
の
で
あ
る
。
間
辰
業
の
進
歩
は
徐
々
に
行
一
な
わ
れ
る
も
の
で

　
あ
る
か
ら
、
多
少
確
匿
を
犠
脱
に
す
れ
ば
要
二
型
の
醜
芽
を
前
漢
に
み
と

　
め
る
の
も
或
は
不
可
で
は
あ
る
ま
い
。

⑯
筒
鰭
丈
夫
「
交
那
古
代
の
尊
爵
稲
作
考
」
南
北
に
於
け
る
朝
社
会
経
済

　
制
慶
所
収
。

⑰
　
楊
聯
陞
氏
は
火
耕
水
霧
を
　
儀
＾
〉
冥
ご
崇
ぞ
①
h
霞
ヨ
。
隔
ρ
嬢
一
9
簿
蓑
⑦
．

　
2
一
笛
ぐ
艮
ぎ
槻
彰
。
「
o
g
一
①
丸
く
同
お
診
ζ
・
o
訟
σ
団
一
≧
夙
昌
ぎ
σ
q
自
（
）
話
昌
鱒
o
o
＜
o
で

　
α
q
【
o
毛
馬
ダ
臨
8
降
ぎ
臓
、
夢
。
一
§
9
§
師
舞
巳
）
o
纂
仲
一
δ
萄
。
p
ヨ
。
謡
影
①
器
＆
ぎ
σ
q

　
急
8
．
、
と
原
η
嬬
農
法
で
あ
る
が
側
」
時
に
処
女
地
の
開
墾
法
と
解
し
て
い
る
。
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（
客
。
冨
㎝
§
夢
①
暮
8
0
巳
。
羨
m
仲
。
屯
。
一
壷
。
Ω
同
ぎ
σ
着
p
琢
審
旨
工
費
伍

　
｝
鶏
導
鈷
。
剛
〉
・
・
冥
器
G
嘩
言
象
。
・
・
＜
o
劉
り
）
　
な
お
吉
田
光
邦
氏
か
ら
も
「
火

　
耕
水
筆
を
輩
な
る
古
い
時
代
の
農
法
と
見
る
よ
刀
愚
、
開
墾
地
に
適
写
す

　
る
農
法
で
、
必
ず
し
も
時
代
的
に
区
別
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
注

　
出
思
な
受
け
た
。
江
潅
「
の
加
洲
く
何
慶
か
荒
廃
し
た
地
域
で
は
単
に
問
縛
博
士

　
の
ご
と
く
過
去
の
農
業
と
い
い
切
る
の
は
十
分
で
な
い
。

⑮
　
楊
氏
は
前
掲
論
文
中
　
　
（
水
）
不
下
潤
は
水
不
転
下
と
嗣
じ
意
味
と
書

　
つ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
地
下
に
し
み
こ
ま
ず
に
鉄
砲
水
の
酷
糠
に
下
る
の
漁
思

　
で
、
浅
濠
と
対
比
す
る
時
は
、
多
少
無
理
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

⑧
引
書
食
貨
志
に
は

　
　
晋
自
中
原
喪
乱
。
元
帝
寓
居
江
左
。
百
姓
之
肖
抜
南
愚
者
。
乙
甲
之
僑

　
　
入
。
警
語
僑
獲
之
名
。
逆
立
郡
県
。
往
往
散
居
。
無
窓
主
著
。
而
江
南

　
　
之
俗
。
火
球
水
謬
。
土
地
卑
灘
。
無
膚
蓄
積
之
資
。

　
と
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
丈
で
は
掘
削
記
の
琴
曲
、
応
懲
の
上
奏
文
の
ご
と

　
く
、
特
に
麟
講
廃
の
地
に
適
用
す
る
農
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
江
南
全
体
が

　
ひ
く
．
い
農
法
で
あ
っ
た
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
文
は
皿
尉
の
南
渡
の
際
の
江
粛
…
の
銘
状
態
を
蓮
べ
た
も
の
で

　
轟
寵
朝
の
全
時
代
を
哩
週
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
皿
罰
の
論
南
渡

　
と
共
に
江
南
の
火
導
水
褥
は
過
去
の
も
の
と
化
し
て
行
っ
た
と
い
う
説
と

　
矛
盾
す
る
竜
の
で
は
な
い
。

　
　
ま
た
崩
縢
北
翻
甥
畔
一
代
の
汀
瓢
開
は
、
火
講
馴
水
遜
響
の
法
が
識
獅
逓
で
あ
っ
た
と
い

　
う
傍
証
と
し
て
、
次
の
水
経
注
の
一
文
が
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
九
真
太
守
任
延
。
始
敏
耕
攣
。
俗
化
交
土
。
風
行
象
林
。
知
耕
以
来
。

　
　
山
ハ
｝
日
A
氷
年
。
　
火
纒
耕
舶
云
。
　
法
与
澁
｝
同
r
。
　
名
自
阿
田
一
雛
白
熱
杁
。
　
七
月
火
作
。

　
　
十
彊
登
熟
。
名
赤
田
種
赤
穀
。
十
二
月
作
。
四
月
登
熟
。
所
謂
購
熟
之

　
　
回
雪
。
　
轟
小
無
隅
注
巻
三
十
山
ハ
　
　
貴
紳
小

　
し
か
し
、
こ
の
論
叉
に
あ
る
火
振
質
耕
曲
云
は
、
田
翠
し
て
火
寒
水
鰐
と
同
↑
じ
も
の

　
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
語
に
は
水
霧
の
こ
と
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
火

　
耕
で
な
く
て
火
辮
と
な
っ
て
い
る
。
後
句
の
痩
穀
を
種
え
る
に
も
火
作
と

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
あ
っ
て
、
水
に
閾
W
す
る
語
は
な
い
。
　
さ
ら
に
耕
芸
と
書
か
れ
て
い
る
か

　
ら
、
火
振
轡
は
火
耕
の
四
二
と
も
解
…
釈
一
で
き
な
い
。
そ
れ
赦
に
火
南
新
水
振
質
と

　
の
闘
に
、
雷
雨
ρ
の
上
で
は
融
解
中
働
…
が
考
え
ら
れ
な
い
。
第
二
に
は
、
火
褥
侃
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
芸
は
、
六
〇
〇
年
・
晶
溺
に
九
申
呉
太
守
書
賃
が
、
」
始
め
て
謹
聴
一
を
教
え
て
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り

　
耕
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
晶
溺
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
韓
耕
卿
歎
は
博
論
黎
を
伴
な

　
　
　
む

　
つ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
敢
え
て
強
弁
す
れ
ば
、
　
「
耕
砧
云

　
の
法
が
中
国
と
同
じ
だ
」
と
い
う
の
が
論
者
の
真
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
こ
の
様
に
考
え
て
来
る
と
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
が
如
き
火
耕
書
振
桝
の

　
技
術
的
内
容
と
は
、
違
っ
た
技
術
内
容
を
持
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
“
‘
o
る
。

　
し
か
も
こ
の
技
術
が
、
六
〇
〇
蕉
立
剛
、
後
榊
瑛
の
九
古
パ
太
守
任
延
に
よ
っ
て

　
教
え
ら
れ
た
方
法
と
仮
期
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
後
漢
の
水
煙
作
技
術
を
知

　
る
上
の
一
つ
の
手
縣
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
西
山
武
｝
菊
要
論
丈

本
晦
繭
丈
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
京
大
入
丈
科
巌
マ
研
究
所
　
の
・
森
鹿
三
・
欝
銘
野
一

丈
夫
の
爾
氏
を
は
じ
め
技
籍
…
史
研
究
斑
の
諸
氏
か
ら
種
々
の
御
糟
…
導
を
賜
っ

た
。
｛
不
尾
で
あ
る
が
託
し
て
深
謝
す
る
。
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　　　　　　　　The　Technique　of　Rice　Cultivation　in

　　　　　　Ch‘iang　Huai（江潅）at：しater　Han（後漢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keiijiro　Yoneda

　　　It　hとしs　been　said　that　Huo〕Kさng　Shui　Nou（馬耕水笠）　was　a　uni一．

vers翫1　method　of　rice　cultivation　in　Ch‘iang　H膿i　and　Ch‘iang　Nan（江

南）a乞Han　through　．　the　Six　Dアuasties（六朝），　and　its　techni（1ue　was

primitive，　dependent　upon　the　direct　sowing，　and　the　manuttl　weeding，

using　the　same　field　only　every　othey　year．　On　this　concurrent　theory，

M二τ．B．　Nishiytuna（西山武一一）has（｝uite　recently　given　a　short　comment．

According　to　his　theory，　we　sbould　distlngnish　Huo　K6ng　Shui　Nou

from　tl｝e　cultivation　method　of　Ch‘iang　Hirai　described　in　Ch‘i　Min　Yao

Shii（三民要術）。　Nevertheless，　the魚t宅eτis　difEerent　from　the　former

on／y　in　that　wheeher　they　weeded　with　htmds　or　wi．th　tools．

　　　Having　some　doubt　in　these　theories，　the　author　discussed　as　the

fol！owing　by　referring　to　the　comment　on　Huo　1〈eng　Shui　Nou　of

Ying　Shao　（隅隅）　of　Later　Han．　That　is，　the　rice－cultivation－method

of　Later　Han　was　a　rather　developed　one，　using　the　same　field　contintt－

a！ly，　with　exce｝lent　devices　for　weeding．　This　nesv　method　might　have

been　originttted　at　Forrner　Han　（前漢）　and　no　doubt　that　it　became

prevalent　in　connectlon　with　the　ktrge　i）lantation　system　t）．dopt‘ed　by

the　lbcal　nobility．　’
　　　”lihe　teclinical　details　of　Huo　’K＆ng　S！iui　Nou　ave　not　clear　’as　yet，

but　at　any　rate　this　inethod　was　taken　to　be　out－of－date　or　that　of　the

froユltier　乙Lt　Chin　I）y】αasty　（暦朝）．

　　　　　　　　　　　　　　　The　Innai（院内）Silver　M：ines　iv

　　　　　　　　　　　　　　The　Oatput　of　Silver　in　the　lnnai　Silyer　）it［ines：

　　　　　　　　　　　　　　The　Structure　oi　the　Silver　Mine　Town

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p）y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atsushi　Kobata　・

　　　Under　the　subject　of　“The　lm｝ai　Silver　rv．［ines，”　the　author　hr・Ls

alrcttdy　published　three　essays，　the　subtitles　of　which　are　“The　Owner－

ship　of　Silver　Mines”　（Shirin　XXXIV，　No．　4），　“The　Types　and

Sy．　stems　of　Silver　Mining”　（ditto，　1　XXVI，　No．　1）　and　“The　Output

of　Silver　in　the　lnn2ti　SIIver　Mines”　（ditto，　XXXVII，　Ni　o．　4）．　rlrhe

P・e麟ess・y・・漁・・i・蹴・dditi・戯・ecti…　t・the睡d　e・s寄・b・ve，

tmd　tin　independent　chapter，　“rS’he　Structure　of　’the　Silver　rVFine

TOWパ7

（　tB，　6）


