
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て

大

島

利

一

　
【
要
約
ロ
　
一
般
に
中
国
で
は
、
戦
国
時
代
（
紀
元
前
三
、
四
世
紀
）
に
鉄
製
農
具
が
普
及
し
、
鉄
の
刃
の
つ
い
た
梨
を
牛
に
ひ
か
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
牛
耕

に
よ
る
深
耕
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
親
作
鼓
術
が
進
歩
し
、
農
業
生
産
力
は
増
大
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
学
者
も
あ
り
、
当

時
の
農
業
按
術
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
小
論
は
、
戦
圏
末
期
の
縮
著
と
い
わ
れ
る
黒
氏
春
秋
の
上
農
等
閣
篇

か
ら
、
楽
時
の
耕
作
技
術
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
、
漢
代
の
代
田
法
と
の
関
連
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
史
林
四
九
巻
一
号
　
一
九
大
穴
年
一
月

置氏春秋上縫等四篇に見える農業技術について（大島）

　
呂
氏
春
秋
の
末
に
収
め
ら
れ
て
い
る
上
農
・
任
地
・
弁
土
・
審
時

の
四
篇
が
先
秦
農
家
学
派
の
遺
篇
で
あ
り
、
現
存
す
る
中
国
最
古
の

農
書
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
清
の

馬
国
翰
は
、
こ
の
四
篇
を
先
秦
の
農
書
「
野
老
書
」
の
遺
時
と
し
て

玉
傷
山
房
輯
扶
書
に
収
め
、
　
「
書
中
称
后
穫
語
、
古
創
精
微
、
其
論

酷
暑
失
時
塁
壁
情
状
、
洵
非
老
農
不
能
道
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
私
は
さ
き
に
、
先
学
の
農
家
者
流
を
神
農
派
（
許
行
を
代
表
者
と
す

る
民
間
の
革
語
派
）
と
后
穫
派
（
宮
僚
的
農
事
改
良
派
）
と
に
分
け
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
四
篇
を
後
老
の
学
説
と
規
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
四

篇
の
う
ち
、
上
農
・
任
地
の
二
篇
に
「
盾
穫
臼
」
と
あ
り
、
こ
の
篇

の
作
者
が
后
穫
を
農
業
の
鼻
祖
と
仰
ぐ
こ
と
を
示
し
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
周
室
の
祖
神
で
も
あ
る
后
穫
こ
そ
雲
譲
的
な
農
事
改
良
家

た
ち
の
農
業
神
と
し
て
（
神
農
が
許
行
ら
革
薪
派
の
農
業
神
で
あ
る
の
に

対
し
て
）
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え

は
今
も
変
ら
な
い
。
ま
た
私
は
漢
代
の
農
書
「
氾
勝
之
書
し
に
つ
い
て

研
究
を
試
み
、
宮
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
農
書
に
ふ
れ
た
際
、
呂
氏

春
秋
の
上
農
等
四
篇
に
つ
い
て
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
1
－

呂
氏
春
秋
と
い
う
書
物
は
、
施
政
の
万
般
に
開
す
る
諸
家
の
説
を
編
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碧
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
四
篇
に
お
い
て
も
や
は
甑
政
治
的
色
彩
が

濃
厚
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
は
農
業
技
術
の
指
導
書
と
い
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
政
治
を
説
か
ん
が
た
め
に
、
民
の
業
で
あ
る
農
に
触

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
耕
法
は
墨
時
の
常
識
的
な

も
の
で
事
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
技
術
の
最
高
の
も
の
を

詳
述
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
呂
氏
春
秋
の
四
篇
は
、
そ

の
中
か
ら
先
端
の
襲
業
技
術
を
窺
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
先
秦
璽
農
思
想
の
書
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
、
農
業
技
術
の
書
と
呼
ぶ
に
は
な
お
十
分
で
は
な
い
。

　
私
は
こ
の
よ
う
に
呂
茂
春
秋
上
農
等
四
篇
の
農
書
と
し
て
の
価
値

を
や
や
低
く
評
価
し
た
が
、
そ
れ
は
氾
勝
之
書
の
農
書
と
し
て
の
野

馬
を
「
今
に
遺
る
中
国
の
純
粋
な
農
業
技
術
書
と
し
て
最
古
の
位
置

を
占
め
る
も
の
と
い
う
も
過
言
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
調
わ
ん

が
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
言
葉
の
上
の
ゆ
き
す
ぎ
が
生
じ
た
。
過

小
評
価
を
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
持
ち
が
何
時
ま
で
も
残

っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
四
篇
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
農
業
技
術
が
戦
圏
時

代
の
発
達
し
た
牛
梨
耕
や
灌
湖
な
ど
を
ふ
ま
え
た
最
高
の
そ
れ
で
は

な
く
、
当
時
の
常
識
的
な
技
術
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
技
術

内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
や
は
り
重
要
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
と

思
わ
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
生
来
瀬
惰
な
私
は
長
く
こ
の
課

題
を
果
す
こ
と
な
く
今
日
に
お
よ
ん
だ
。

　
し
か
る
に
そ
の
後
、
上
述
の
ご
と
き
私
の
考
え
方
は
西
嶋
定
生
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
批
判
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
氏
は
「
代
田
法
の
新
解
釈
」
に
お
い

て
、
私
の
説
を
紹
介
し
た
の
ち
、
　
「
こ
の
よ
う
な
性
格
（
政
治
性
の

強
い
性
格
一
大
島
）
は
た
し
か
に
看
取
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の

性
格
は
こ
れ
の
み
に
は
尽
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
三
篇
（
任
地
．

辮
土
・
審
隣
）
を
精
読
し
て
み
る
と
、
　
こ
の
三
篇
は
上
農
篇
に
示
さ

れ
た
后
穫
を
始
祖
と
す
る
農
本
主
義
に
よ
っ
て
農
業
の
理
法
を
体
系

化
し
た
も
の
、
…
…
す
な
わ
ち
上
農
篇
に
い
う
所
は
専
制
支
配
の
手

段
と
し
の
重
農
の
必
要
性
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
任
地
．

弁
土
・
審
時
の
三
篇
に
示
さ
れ
た
る
農
業
の
理
法
を
会
得
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
…
…
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
四
篇
は
ま
さ
し
く
政
治
の

書
で
あ
り
、
か
か
る
農
学
は
為
政
の
手
段
と
し
て
潜
主
に
説
く
と
こ

ろ
の
畿
学
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
隠
穫

を
始
祖
と
す
る
農
学
は
官
府
の
農
学
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
そ
の
基
本
的
体
系
は
こ
こ
に
そ
の
全
貌
を
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
」
と
論
じ
、
さ
ら
に
こ
の
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ

い
て
詳
緬
な
分
析
を
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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呂氏春秋上農等四篇に見える農業技衛について（大島）

　
西
嶋
嶋
磯
に
よ
れ
ば
、
呂
氏
春
秋
の
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業

按
術
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
8
紹
の
使
用
に
よ
っ
て
六
尺

　
　
　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
ま

の
広
幅
の
畝
（
朧
雁
藥
）
を
つ
く
り
、
畝
間
を
八
寸
の
麟
（
朧
溝
）
と

し
、
こ
の
広
幅
の
畝
上
す
な
わ
ち
朧
上
に
糠
種
．
（
あ
っ
ま
き
）
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
ま
り
広
量
散
播
法
（
ひ
ろ
う
ね
ば
ら
ま
き
）
で
あ
る
。
そ
し
て
発
芽

後
、
除
草
・
整
苗
等
の
裁
培
管
理
を
お
こ
な
っ
て
、
作
物
の
株
間
を
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
セ

寸
間
隔
に
と
と
の
え
、
か
つ
作
物
の
た
て
よ
こ
の
行
列
を
正
し
て
通

風
を
は
か
る
。
⇔
こ
の
よ
う
な
裁
培
抜
術
は
、
牛
耕
に
よ
ら
ず
、
ま

た
守
宮
法
で
は
あ
っ
て
も
決
し
て
粗
放
な
も
の
で
は
な
く
、
労
働
力

の
投
入
は
高
く
、
む
し
ろ
集
約
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
薗
以
上
の

如
き
農
法
こ
そ
漢
書
食
貨
志
に
い
う
「
縷
田
」
の
農
業
技
術
で
あ
る
。

四
従
っ
て
こ
の
農
法
の
中
に
、
代
田
法
の
よ
う
な
一
算
に
三
酬
と
い

う
農
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。
㈲
ま
た
こ
の
農
法
は
牛
耕
以
前
の
束
紹

使
用
の
耕
田
法
で
あ
り
、
代
田
法
は
趙
過
の
創
意
に
よ
っ
て
牛
耕
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

前
提
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
が
、
以
上
の
ご
と
く

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
れ
は
代
田
法
と
技
術
的
連
関
性
の

全
く
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
私
は
つ
ぎ
に
呂
氏

春
秋
上
農
等
四
篇
の
性
格
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
察
し
た
上
で
、

篇
に
見
え
る
農
業
技
術
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
ず
先
学
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
呂
氏
春
秋
士
輿
論
に
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
上
農
・
任
地
・
弁
土
・
審
時
の
四
篇
の
一
般
的
性
質
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
上
農
篇
は
、
農
業
の
重
要
性
を
説
き
君
主

た
る
も
の
は
農
業
政
策
に
力
を
尽
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
三
篇
に
い
わ
ゆ
る
農
業
技
術
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
任
地
篇
を
見
る
と
、
冒
頭
に
「
后
照
日
」

と
し
て
、

　
　
子
能
以
窒
為
突
乎
。

　
　
　
子
は
能
く
窪
地
を
盟
高
の
地
と
な
す
か
。

　
　
子
心
使
論
士
（
土
〉
靖
而
欝
欝
士
（
土
）
乎
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

　
　
　
子
は
能
く
わ
が
土
を
浄
め
、
酬
も
て
土
を
洗
う
か
。

の
ご
と
き
十
大
問
題
を
提
燈
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
解
答
と
も
い
う
べ
き

耕
作
の
原
期
を
述
べ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
他

の
三
篇
と
全
く
異
る
体
裁
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

こ
こ
に
い
う
「
盾
穫
」
と
は
古
農
書
の
名
の
ご
と
く
で
あ
り
、
こ
の
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篇
の
解
笛
は
な
お
十
大
問
題
に
十
分
な
解
讐
を
与
え
て
い
な
い
か
ら
、

こ
の
篇
は
当
時
存
在
し
た
「
后
穫
」
の
な
か
か
ら
大
意
を
抜
き
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
の
弁
f
篇
は
、
　
は
じ
め
に
土
地
の
剛
柔
を
し
ら
べ
て
耕
作

の
先
後
を
決
め
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
緋
土
」
と
名
付
け
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
審
上
篇
は
、
時
令

と
播
種
、
収
獲
と
の
関
係
を
論
じ
た
篇
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
の
冒
頭

の
句
を
見
る
と

　
　
弁
土
篇
　
…
1
　
凡
耕
之
道
、
云
云

　
　
審
時
篤
　
－
　
凡
農
博
道
、
云
云

と
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
二

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

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

ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
審
時
篇
に

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
夫
稼
、
為
之
者
入
也
、
生
念
者
地
下
、
養
之
者
天
仁
、

　
　
　
そ
れ
さ
蹴
っ
は
、
こ
れ
を
潔
る
も
の
は
人
な
り
。
こ
れ
を
生
ず
る
も
の

　
　
　
は
地
な
り
。
こ
れ
を
養
う
も
の
は
天
な
り
。

と
あ
り
、
農
業
が
天
・
地
・
人
の
三
才
の
力
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
す
で
に
西
嶋
氏
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
私
と
し
て
は
、
艶
紅
篇
が
地
の
な
す
と
こ

ろ
を
説
く
も
の
、
審
時
篇
が
天
の
な
す
と
こ
ろ
を
説
く
も
の
で
あ
る

こ
と
に
異
議
は
な
い
と
し
て
も
、
た
だ
入
の
な
す
と
こ
ろ
を
説
く
篇

は
任
地
篇
で
は
な
く
し
て
上
農
篇
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
任

地
篇
は
上
に
の
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
三
篇
と
は
そ
の
性
格
を
全
く
異

に
す
る
篇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
従
っ
て
呂
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
の
農
業
技
術
を
考
え
る
際
に
は
、

こ
の
よ
う
な
四
篇
の
性
格
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

し
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
、
四
篇
を
一
括
し
て
一
つ
の
農
業
技
術
を

求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
混
乱
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
な
例
は
、
後
に
指
摘
す
る
こ
と
に
し
て
、
つ
ぎ
に
は
こ

れ
ら
四
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
。

三

　
私
は
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
王
氏
春
秋
上
農
等
四
篇
に

つ
い
て
、
上
農
・
弁
土
・
臨
時
の
薫
篇
は
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
任
地
篇
は
別
の
性
格
を
も
つ
一
篇
で
あ
る
と
思
う
。

従
っ
て
四
篇
の
農
業
技
術
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
任
地
篇
に
見

え
る
農
業
技
術
と
、
他
の
三
篇
1
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
弁
土
篇
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で
あ
る
t
に
見
え
る
そ
れ
と
を
一
応
区
落
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
。
し
か
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
弁
藤
葛
と
任
地
篇
の
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

す
農
業
技
術
は
全
く
異
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
の
方
が
よ
り
原
始
的

な
か
た
ち
を
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
弁
土
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
か
ら
考
察
す
る
た
め
に
、

そ
の
冒
頭
の
部
分
を
夏
緯
瑛
残
の
「
考
釈
」
を
参
照
し
つ
つ
訳
し
て

み
よ
う
。

　
e
凡
耕
之
道
。
必
始
於
嬢
。
為
其
寡
沢
蒲
後
（
厚
）
枯
。
必
厚
（
後
）
其

　
　
鞘
。
為
其
唯
（
難
）
厚
（
後
）
而
及
。
鹸
（
飽
）
者
続
（
挺
）
之
。
堅

　
　
春
耕
之
。
沢
（
駅
）
其
靹
而
後
之
。
上
濁
則
被
其
処
。
下
田
二
王
其
汗
。

　
　
　
「
お
よ
そ
耕
作
の
方
法
は
、
必
ら
ず
嬢
（
三
三
土
）
よ
り
始
む
べ
し
。

　
　
　
　
　
し
め
り
け
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ

　
　
　
そ
の
沢
す
く
な
く
し
て
蓑
暦
の
厚
く
枯
け
る
が
た
め
な
り
。
必
ら

　
　
　
　
　
　
の
う

　
　
　
ず
そ
の
靹
（
湿
三
三
）
を
後
に
す
べ
し
。
そ
の
後
に
し
て
も
聞
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
つ

　
　
　
う
が
た
め
な
り
。
水
の
十
分
な
る
土
は
緩
く
り
耕
し
、
堅
い
土
を
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
　
き
に
耕
し
、
そ
の
靹
を
釈
き
て
後
に
す
べ
し
。
上
田
（
高
三
田
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
　
　
そ
の
耕
せ
し
処
を
擾
し
て
水
分
を
保
存
し
、
下
濁
（
低
湿
田
）
は
排

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
り
み
ず

　
　
　
水
を
よ
く
し
て
汗
水
を
除
く
べ
し
。
」

　
⇔
無
与
三
盗
任
地
。

　
　
　
「
三
雲
に
地
を
任
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
」

　
㊨
夫
四
序
参
発
．

　
　
　
「
そ
れ
四
季
の
順
序
に
照
し
て
耕
す
べ
し
。
」

　
爾
大
繭
小
照
為
青
魚
騰
。
苗
若
直
覧
（
懸
）
。
地
籟
之
也
。

　
　
　
　
み
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

　
　
　
「
酬
を
大
に
し
畝
を
小
に
す
れ
ば
、
青
き
魚
の
水
を
飛
び
出
せ
し
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
へ

　
　
　
と
く
に
な
り
、
苗
は
直
立
せ
る
た
て
が
み
の
ご
と
く
に
な
る
。
こ
れ

　
　
　
は
地
が
黙
め
る
な
り
。
』

　
㈲
既
種
而
無
恥
。
耕
（
茎
）
　
ハ
生
〕
而
不
長
。
則
苗
相
籟
也
。

　
　
　
「
既
種
し
て
行
な
け
れ
ば
、
茎
は
生
じ
て
も
成
長
せ
ず
、
こ
れ
こ
そ

　
　
　
苗
が
た
が
い
に
籟
め
る
な
り
。
」

　
㈹
弗
除
斑
蕪
。
除
之
則
虚
。
則
草
麟
三
三
。

　
　
　
「
除
草
せ
ざ
れ
ば
荒
れ
、
除
草
す
れ
ば
根
を
動
か
し
て
い
た
む
。
こ

　
　
　
れ
雑
草
が
綱
め
る
な
り
。
扁

　
㈹
故
虫
此
三
盗
者
。
彌
後
粟
可
多
也
。

　
　
　
「
故
に
こ
の
三
盗
を
ふ
せ
ぎ
て
の
ち
は
じ
め
て
、
粟
の
収
穫
が
増
大

　
　
　
し
う
る
な
り
。
」

　
こ
の
弁
土
篇
の
は
じ
の
部
分
に
、
四
篇
に
お
け
る
農
業
技
術
の
大

綱
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
e
田
地
の
性
質
に
よ
っ
て
整

地
の
仕
方
が
異
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
　
つ
ぎ
に
⇔
三
盗
（
後
文
の
地

蠣
・
苗
籟
・
草
矯
を
指
す
）
の
害
に
注
意
す
べ
き
こ
と
、
㊨
農
作
は
四

季
の
推
移
に
よ
く
注
意
し
て
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
（
こ
の
点
は
審
時
篇

に
詳
し
い
）
と
述
べ
、
最
後
に
四
大
馴
小
畝
の
害
（
地
矯
）
、
㈲
苗
に
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行
列
な
き
の
害
（
類
癌
）
、
㈹
雑
草
の
害
（
草
犠
）
に
注
血
恩
し
、
㈹
こ

の
箪
盗
を
ふ
せ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
私
が
こ
こ
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
三
冠
の
説
に
見
え

る
畝
と
酬
と
行
の
問
題
で
あ
る
。
三
門
の
は
じ
め
に
見
え
る

　
　
　
　
み
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

　
　
　
「
馴
を
大
に
し
、
畝
を
小
に
す
れ
ば
、
…
…
地
が
こ
れ
を
孕
め
る
な

　
　
り
。
レ

と
は
、
酬
（
朧
溝
）
の
広
さ
を
大
に
し
、
畝
（
朧
）
の
広
さ
を
小
に
す

れ
ば
、
播
種
面
積
は
せ
ま
く
な
り
、
苗
根
が
朧
を
飛
び
繊
す
お
そ
れ

が
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
が
収
獲
を
盗
む
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
場
合
に
播
種
は
必
ず
慨
す
な
わ
ち
朧
上
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
さ
ら
に
同
篇
に
、

　
　
三
遍
欲
広
戸
平
。
酬
欲
小
桜
深
。

　
　
　
証
に
轡
広
ε
て
以
っ
て
平
ら
か
な
ら
ん
・
と
を
欲
し
・
購
は

　
　
　
小
に
し
て
以
っ
て
深
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
哲
嶋
氏
が
、

「
朧
上
は
な
る
べ
く
広
く
し
て
平
ら
か
な
る
が
よ
く
、
朧
溝
は
な
る

べ
く
せ
ま
く
し
て
深
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
朧
と
蟻
溝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

広
さ
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
・
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
」
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
私
も
賛
成
す
る
が
、
し
か
し
畝
と
剛
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
広
さ
一
尺
の
剛
は
、
広
さ
六
尺
、
長
さ
六
〇
〇
尺
の
畝
の

中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
畝
の
広
さ
と
は
無
関
係
に
畝
と
畝
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

に
つ
く
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
馴
を
大

　
　
　
　
　
う
ね

き
く
す
れ
ば
畝
が
小
さ
く
な
り
、
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
畝
の

広
さ
の
う
ち
に
酬
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
わ
れ
る

も
の
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
つ
ぎ
の

行
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。

　
三
盗
の
一
つ
で
あ
る
草
叢
の
条
の
「
断
種
而
無
行
」
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

西
嶋
氏
は
既
報
と
は
概
種
の
意
、
す
な
わ
ち
あ
っ
ま
き
、
し
げ
ま
き

の
意
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
文
の
意
は
播
種
を
稠
密
に
し
て
そ
の
ま

ま
行
を
正
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
作
物
が
た
が
い
に
他
を
傷
つ
け
る

か
ら
、
こ
れ
を
苗
矯
と
い
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
卓
見
で
あ

　
　
　
⑩

る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
づ
け
て
氏
は
「
概
齢
す
る
品
詞
に
は

妾
然
散
播
法
（
ば
ら
ま
き
）
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
る
　
　
も

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
広
畝
に
ば
ら
ま

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も

き
す
る
と
き
に
は
、
か
え
っ
て
う
す
ま
き
に
な
る
の
が
自
然
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ら
ま
き

か
ろ
う
か
。
概
に
は
稠
の
意
味
は
あ
る
が
、
墨
字
の
意
味
は
認
め
が

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…

た
い
。
西
嶋
氏
が
あ
っ
ま
き
蛙
ば
ら
ま
き
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る

三
田
（
漢
書
食
貨
志
に
お
い
て
代
田
法
と
そ
の
収
穫
を
対
比
さ
れ
て
い
る
農
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法
）
に
し
て
も
氏
は
斉
民
要
術
に
見
え
る
漫
郷
・
漫
散
を
例
に
あ
げ

　
な
　
　
カ
　
　
も
　
　
も

て
ば
ら
ま
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
斉
民
要
術
に
お
い
て

も
　
　
も
　
　
め
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り

ば
ら
ま
き
を
意
味
す
る
の
は
漫
散
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
、
思
郷
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
ば
、
そ
れ
は
「
手
ま
き
の
ス
ジ
ま
き
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
漢
書
巻
三
八
高
光
王
伝
に
見
え
る
「
耕
田
歌
」
の
「
深
耕
概
種
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

立
藁
筆
疏
」
云
々
の
句
に
し
て
も
、
あ
っ
ま
き
で
こ
そ
あ
れ
、
ば
ら

も
　
　
や

ま
き
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
除
草
と
整
苗
に
関
連
し
て
、
弁
漁
業
に
は
、

　
　
野
生
並
行
。
故
巡
（
速
）
長
。
弱
不
相
害
。
故
趣
大
。
衡
行
必
得
。
縦

　
　
行
必
術
。
正
其
行
。
通
其
許
。

　
　
　
「
茎
（
葭
）
の
生
ず
る
や
行
あ
り
。
故
に
速
や
か
に
長
ず
。
弱
少
の

　
　
　
　
　
　
モ
こ
な

　
　
　
と
き
根
い
害
わ
ず
。
故
に
速
か
に
大
な
り
。
横
行
必
ず
得
、
三
七
必

　
　
　
　
と

　
　
　
ず
術
ぐ
。
そ
の
行
を
正
し
、
そ
の
風
を
通
ず
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
嶋
氏
は
、
概
種
農
散
播
し
た
の
ち
、
苗

　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
た
て
よ
こ
の
行
を
整
え
る
が
、
そ
の
際
、
苗
と
苗
と
の
間
隔
を
た

も
　
　
あ
　
　
へ

て
よ
こ
と
も
六
寸
に
す
る
た
め
不
用
な
苗
は
こ
と
ご
と
く
關
引
く
、

　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
も
私
は
に
わ
か
に
賛
成
し
が
た
い
。

も
し
そ
の
よ
う
な
方
法
で
苗
の
行
列
を
つ
く
る
と
す
れ
ば
、
種
子
と

労
力
の
浪
費
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
す
で
に
苗
の
行
を
つ
く
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
う
　
　
う
　
　
り

い
う
観
念
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
播
種
の
と
き
に
す
じ
ま
き
す

る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
あ

て
法
難
め
努
力
ぱ
主
と
し
て
よ
こ
の
行
列
を
正
す
こ
と
に
は
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
う

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
苗
と
苗
と
の
間
隔
を
た
て
よ
こ
各
六
寸
に

す
る
と
い
う
説
は
、
任
地
篇
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
別
の
農
法
混
入
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

従
っ
て
弁
土
篇
の
「
既
（
概
）
種
畜
無
行
」
と
は
、
あ
っ
ま
き
を
す

る
か
ら
（
劣
悪
な
種
子
が
多
く
ま
じ
っ
て
い
る
た
め
）
、
間
引
い
て
苗
の

列
を
正
さ
な
け
れ
ば
「
苗
籍
」
の
害
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
モ
　
　
も

そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
す
じ
ま
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
め
　
　
も

わ
ち
弁
土
塁
の
作
者
が
す
で
に
す
じ
ま
き
を
知
っ
て
い
た
ば
か
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
も
　
　
も

な
く
、
そ
の
時
す
で
に
一
般
に
す
じ
ま
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

し
か
ら
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
す
じ
ま
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く

弁
土
蛮
に
、

　
　
晦
広
以
西
、
則
不
蔓
本
。
吉
生
於
地
者
、
五
分
之
以
地
。

　
　
　
　
う
ね

　
　
　
「
畝
広
く
し
て
二
っ
て
平
ら
か
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
本
（
根
）
を
揚

　
　
　
め
ず
。
茎
（
苗
）
の
地
に
生
ず
る
も
の
は
、
こ
れ
を
五
分
す
る
に
地

　
　
　
を
以
っ
て
す
。
偏
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と
あ
る
。
こ
の
前
段
の
「
晦
広
以
平
」
に
つ
い
て
な
さ
き
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
が
、
後
段
の
意
味
は
す
こ
ぶ
る
解
り
に
く
い
。
い
ま
夏

心
象
氏
の
説
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
句
は
、
作
物
の
行
列
の

標
準
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
畝
は
広
さ
六
尺
で
あ
る

　
　
み
ぞ

が
、
剛
の
幅
が
一
尺
で
あ
る
か
ら
、
畝
の
上
面
の
広
さ
は
五
尺
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
節
に
詳
し
く
述
べ
る
）
。
　
広
さ
五
尺
の
畝
に

血
行
の
作
物
を
播
種
す
れ
ば
、
行
の
幅
は
一
尺
、
間
隔
も
一
尺
、
畝

面
の
五
分
の
一
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
　
「
茎
生
蜜
地
者
、

五
分
之
画
地
し
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
か
ど
う
か
私
に
は
判
定
し
に
く
い
が
、

前
に
述
べ
た
よ
う
に
弁
士
篇
の
農
法
で
は
、
ば
ら
ま
き
の
後
に
閲
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

い
て
苗
の
行
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
畝
の
上
に
す
じ

ま
き
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
畝
の
上
で
あ
っ

て
剛
の
中
で
は
な
い
。
従
っ
て
お
そ
ら
く
組
を
用
い
て
畝
の
上
に
ご

　
　
　
も
　
　
へ

く
浅
い
す
じ
を
つ
け
、
そ
こ
に
す
じ
ま
き
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
夏

茂
は
五
尺
の
畝
に
両
行
の
苗
（
第
一
図
）
と
考
定
し
て
い
る
が
、
し
か

し
さ
き
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
大
酬
小
畝
」
を
い
ま
し
め
て
い
る
と
こ

ろ
が
ら
思
う
と
、
あ
る
い
は
五
尺
幅
の
畝
面
に
三
行
の
苗
を
作
る
の

か
も
知
れ
な
い
（
第
二
図
）
。
　
そ
れ
故
に
こ
そ
「
畝
は
広
く
し
て
平
ら

／畝．ぐKK）　一一1

（第一園）

剛

」

　　．。〈、．ノ、＿’＿酬1
浜

／　．tilrk　（6K）　一一．．，

（第二図）

剛
」

か
な
ら
ん
こ
と
を
欲

す
」
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
ご
と

く
、
弁
土
篇
に
見
え

る
農
法
に
お
い
て
は
、

六
尺
福
の
中
に
排
水

　
　
み
ぞ

用
の
剛
（
幅
｝
尺
）
が

ふ
く
ま
れ
る
か
ら
、

う
ね畝

の
上
面
は
縮
五
尺

と
な
り
、
そ
こ
を
よ

　
な
　
ら

く
緩
摩
し
て
平
ら
に
し
、
そ
こ
に
二
行
ま
た
は
三
行
に
列
条
播
種
す

る
。
そ
れ
は
種
子
に
劣
悪
な
も
の
が
多
く
ま
じ
っ
て
い
る
た
め
、
如

も
　
ぬ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
も
　
カ
　
も

つ
ま
き
（
概
種
）
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ば
ら
ま
き
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

な
い
。
私
は
強
嶋
氏
の
い
わ
れ
る
あ
っ
ま
き
蜂
ば
ら
ま
き
説
、
お
よ

び
縷
田
一
ば
ら
ま
き
説
に
は
賛
成
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
縷
説
の
縷
は
、
漫
郷
、
漫
散
の
漫
に
通
じ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

そ
れ
は
必
ず
し
も
ば
ら
ま
き
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
斉
網
点
術

に
「
縷
構
（
作
条
）
し
て
漫
評
す
」
と
い
う
ご
と
く
、
凡
下
（
趣
ま
き
）
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、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
に
対
し
て
、
手
ま
き
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
縷
田
と
は
、

　
　
縷
な
ど
の
便
巧
な
田
野
を
使
用
せ
ず
、
お
く
れ
た
（
と
意
識
さ
れ
た
）

　
　
農
法
に
よ
る
耕
地
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
縷
田
は
ま
た
慰
書
（
慢

　
　
は
惰
な
り
）
に
通
じ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
た
だ
西
嶋
氏
が
、
弁
土
篇
に
見
え
る
「
既
種
〔
は
概
種
で
あ
り
、

　
　
さ
ら
に
そ
れ
が
「
耕
田
歌
」
に
見
え
る
こ
と
か
ら
漢
初
に
も
な
お
糠

　
　
種
（
あ
っ
ま
き
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
車
見
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
こ
の
こ
と
と
思
い
あ
わ
せ
て
、
十
二
紀
の
最
後
に
、
そ
の
総
序
と

勘伏
　
も
い
う
べ
き
墨
差
篇
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
が
戦
国
末
期

岐

（
秦
荘
皇
八
年
1
1
前
二
野
九
年
）
に
お
け
る
呂
氏
春
秋
の
原
形
で
、
そ

劔に
　
の
後
の
八
覧
、
六
論
は
、
後
世
か
ら
の
付
加
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
の

鱒
あ
る
こ
と
で
麹
・
か
ら
ば
六
論
案
に
収
め
ら
れ
て
い
至
農

磯
等
の
四
篇
が
漢
初
の
作
で
あ
る
罷
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

え硯
　
し
戦
国
時
代
に
し
ろ
漢
初
に
し
ろ
、
種
々
の
農
法
が
各
地
各
様
に
お

鴎
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
そ
、
決
し
て
全
国
に
統
一
的
な
農
法
が

等農
　
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
農
業
技
術
が
強
力
に

上
　
、

鰍
全
国
的
規
模
を
も
・
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
あ
る
い
は
お
こ
な
お

舐
う
と
し
た
の
は
・
お
そ
ら
姦
大
な
統
一
権
力
を
も
つ
溢
血
を
バ
・

ク
と
す
る
遡
求
の
代
田
法
に
は
じ
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
を
も
っ
て
弁
土
野
に
見
え
る
農
法
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
わ

り
、
つ
ぎ
に
は
任
地
篇
に
見
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

四

　
私
は
前
々
節
に
お
い
て
、
任
地
篇
は
上
農
等
四
篇
の
う
ち
他
の
三

篇
と
は
か
な
り
異
質
な
性
格
を
も
つ
が
故
に
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い

る
農
業
技
術
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
た
。
と
く
に
弁
土
篇
に
記
述
す
る
と
こ
ろ
を

不
用
意
に
と
り
入
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
任
地
篇
の
次
の
ご
と
き
記
述
に

つ
い
て
で
あ
る
。

　
e
上
田
棄
畝
。
下
田
棄
閾
。
五
耕
五
褥
。
必
審
以
尽
。
其
深
殖
之
度
。
陰

　
　
土
管
得
。
大
草
不
生
。
又
無
蝦
蛾
。
今
藪
嘉
禾
。
郵
亭
美
麦
。

　
　
　
「
上
田
は
畝
を
棄
て
、
下
田
は
㎜
を
棄
て
、
五
た
び
耕
し
、
湿
た
び

　
　
く
き
ぎ

　
　
　
褥
る
こ
と
、
必
ら
ず
審
ら
か
に
し
て
以
っ
て
尽
く
し
、
そ
の
耕
地
深

　
　
　
殖
の
度
は
、
必
ず
陰
土
（
地
中
の
湿
土
）
に
達
す
べ
し
。
こ
う
す
れ
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ぱ
大
草
は
生
え
ず
、
ま
た
害
虫
な
く
、
今
年
美
禾
あ
り
、
来
年
は
美

　
　
　
麦
あ
ら
ん
。
」

　
㊨
是
口
以
六
口
八
之
報
酬
。
所
以
成
畝
也
。
其
博
八
寸
。
所
以
成
麟
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ぎ
　
　
う
ね

　
　
　
「
是
を
以
っ
て
六
尺
の
霜
は
畝
を
成
す
所
以
な
り
。
そ
の
刃
の
広
さ

　
　
　
　
　
み
ぞ

　
　
　
八
寸
は
麟
を
成
す
所
以
な
り
。
」

　
ね
冒
赫
柄
料
八
Q
此
甘
バ
度
也
◎
甘
石
祷
（
博
）
　
六
十
・
。
所
旧
以
闇
一
稼
也
。

　
　
　
こ
ぐ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
も
つ

　
　
　
「
褥
の
柄
は
尺
。
こ
れ
そ
の
度
な
り
。
そ
の
広
さ
六
寸
は
、
　
稼
を

　
　
　
へ
だ

　
　
　
問
っ
所
以
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
　
　
み
ぞ

　
こ
の
一
連
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
8
畝
と
臨
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぐ
わ

の
関
係
、
⇔
畝
、
酬
と
親
と
の
関
係
、
⑬
辮
と
一
行
と
の
関
係
で
あ

る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
弁
土
均
の
場
合
に
み
た
と
こ
ろ
と
同
じ
畝
、

酬
、
行
の
問
題
で
あ
る
か
、
私
は
こ
の
蕩
寸
間
の
農
業
技
術
の
三
江

に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
e
の
「
上
田
棄
畝
、
下
田
棄
酬
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
上
田

は
高
早
田
、
下
田
は
低
湿
田
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
高
価
照

　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

で
は
畝
（
朧
）
を
棄
て
馴
（
朧
間
）
に
播
種
し
、
低
湿
田
で
は
畷
を
棄
て

う
ね畝

に
播
種
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
播
種
の
し
か
た
、

と
く
に
高
早
田
に
お
い
て
酬
に
播
種
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
農
等

四
篇
中
の
他
の
三
篇
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
が
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
弁
髪
篇
に
お
い
て
は
、
播
種
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

す
べ
て
畝
（
朧
）
上
に
し
た
も
の
で
そ
れ
故
に
こ
そ
「
畝
は
広
く
し

て
平
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
と
か
、
　
「
大
酬
小
畝
」
の
害
と
か

言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
壌
土
篇
に
お
け
る
畝
と
酬
の
関
係
を

基
準
と
し
て
言
え
ば
、
こ
の
任
地
篇
の
播
種
法
は
高
早
田
特
殊
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

合
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

任
地
篇
に
お
け
る
播
種
法
は
弁
三
三
の
そ
れ
と
は
全
く
異
る
農
法
と

見
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
任
地
篇
の
農
法
に
お
け
る
畝
と
闘
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
嶋
残
に
詳
細
な
考

　
　
　
⑲

証
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
畝
は
原
来
作
物
の
繁
茂
し
た
耕
地
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

噛
す
る
文
字
で
あ
る
が
、
や
が
て
耕
地
に
う
ね
が
で
き
て
、
う
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

の
み
作
物
が
栽
培
さ
れ
る
と
、
畝
と
は
う
ね
の
意
味
に
転
化
し
た
。

も
　
　
　
も

う
ね
の
大
き
さ
は
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

だ
い
に
そ
の
広
さ
や
一
定
の
標
準
が
生
じ
、
か
く
し
て
耕
地
は
う
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
数
を
計
れ
ば
計
量
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
畝
が
う

ね
の
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
耕
地
計
量
の
単
位
と
な
る
と
、
一
管
と

い
う
基
本
単
位
は
う
ね
の
形
状
を
遺
存
し
た
ま
ま
広
さ
六
尺
、
長
さ

百
歩
（
六
〇
〇
尺
）
と
い
う
帯
状
長
方
形
に
固
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
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か
っ
て
は
百
畝
の
田
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
数
学
的
地
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

と
し
て
三
六
〇
、
0
0
0
平
方
尺
と
い
う
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
う

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

ね
の
数
は
百
本
あ
っ
て
も
、
う
ね
と
う
ね
と
の
間
隙
（
す
な
わ
ち
剛
）

を
計
量
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
六
〇
、
○
○
○
平
方
尺
よ
り
は
る
か
に

広
い
土
地
で
あ
ろ
う
。
任
地
篇
の
一
文
⇔
に
示
さ
れ
る
広
さ
六
尺
の

畝
と
広
さ
八
寸
の
剛
と
は
、
広
さ
六
尺
の
朧
と
広
さ
八
寸
の
朧
溝
と

で
あ
り
、
こ
の
畝
は
面
積
単
位
の
畝
で
は
な
い
。

　
し
か
も
朧
と
痴
言
の
広
さ
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

心
土
篇
の
「
晦
欲
広
義
平
、
酬
義
血
鑑
識
」
の
句
か
ら
も
わ
か
る
。

と
す
れ
ば
任
地
篇
に
見
え
る
六
尺
の
畝
、
八
寸
の
蘭
と
は
そ
の
概
数

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
来
の
一
般
的
理
解
で
は
畝
と
闘

と
の
関
係
は
、
六
尺
の
広
さ
の
畝
の
中
に
八
寸
あ
る
い
は
一
尺
の
鴫

が
つ
く
ら
れ
、
麟
と
畷
と
の
間
の
朧
上
に
播
種
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
代
田
法
と
ほ
ぼ
等
し
い
。

と
こ
ろ
が
い
ま
ま
で
考
察
し
た
限
り
で
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
農
法

に
は
、
畝
の
中
に
酬
が
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
は
な
い
。
ま
た
荷
揚

以
外
の
文
中
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
の
記
述
は
な
い
。
す
る
と
こ
の

よ
う
な
従
来
の
理
解
は
非
常
に
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
や
や
煩
を
い
と
わ
ず
暗
調
氏
の
説
の
大
要
を
紹
介
し
た
が
、

六
尺
の
畝
の
中
に
八
寸
あ
る
い
は
一
尺
の
酬
が
あ
る
と
す
る
従
来
の

説
を
否
定
さ
れ
る
あ
た
り
、
私
は
な
お
賛
成
し
が
た
い
も
の
を
感
じ

る
。
畝
の
中
に
酬
が
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
は
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

剛
が
畝
の
外
に
あ
る
と
い
う
記
述
も
な
い
。
六
尺
の
畝
の
外
に
剛
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
閾
の
幅
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
百
畝
の
田
の
総
面
積
が
そ

れ
に
つ
れ
て
ひ
ろ
が
る
は
ず
で
、
そ
れ
で
は
「
剛
は
小
に
し
て
以
っ

て
深
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
と
い
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
畝

と
一
匹
と
の
合
計
が
一
定
し
て
い
て
こ
そ
「
畝
は
広
か
ら
ん
こ
と
を

欲
す
」
と
い
う
記
述
が
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
西
嶋
玩
の
説
は
、
ご
く
原
初
的
な
畝
の
す
が
た
と
し
て
は
理
解
し

う
る
け
れ
ど
も
、
弁
土
・
任
地
等
の
篇
に
お
け
る
畝
と
麟
に
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
私
は

こ
れ
は
や
は
り
、
従
来
の
説
の
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
上
農
等
四
篇

の
作
ら
れ
た
時
代
に
は
、
す
で
に
一
掃
一
鴫
の
合
計
が
面
積
単
位
の

一
鶴
（
広
さ
六
尺
、
長
さ
六
〇
〇
尺
）
に
定
着
し
て
い
た
も
の
で
、
　
さ

れ
ば
こ
そ
弁
土
篇
に
は
「
大
酬
小
敵
」
の
害
が
説
か
れ
て
い
る
も
の

と
思
う
。

　
闘
に
つ
い
て
は
、
答
礼
考
入
電
に
、
　
「
匠
人
為
溝
油
、
親
広
五
寸
、

二
紹
為
綱
、
一
綱
之
伐
、
広
尺
深
尺
謂
下
訳
」
と
あ
り
、
任
地
篇
の
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八
寸
の
闘
と
は
異
る
。
夏
緯
瑛
氏
は
、
こ
れ
は
恐
ら
く
古
代
の
尺
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

の
問
題
で
あ
っ
て
、
多
分
古
代
に
は
八
寸
を
も
っ
て
一
尺
と
し
た
恕

し子
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
任
地
篇
に
い
う
「
八
寸
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

コ
尺
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
西
嶋
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
朧
と
下
溝
の
広
さ
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
で
、
概
数
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
概
数

で
あ
り
、
そ
の
差
も
わ
ず
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
便
宜
上
考
工
高
の

「
広
さ
一
尺
、
深
さ
一
尺
を
麟
と
い
う
」
と
い
う
説
を
も
っ
て
お
き

か
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
畝
と
蝋
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
夏
緯
盆
景
は
す
こ
ぶ
る
興
味
ふ
か

い
説
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
上
掲
の
電
工
記
の
文
を
借
り
て
、

　
　
　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

六
尺
福
の
畝
と
畝
の
問
に
あ
る
剛
は
「
広
さ
一
尺
、
深
さ
一
尺
」
で

あ
る
が
、
　
「
畝
の
両
側
面
は
当
然
傾
斜
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
ふ

　
　
　
う
ね

た
つ
の
畝
の
下
基
は
接
し
て
お
り
、
麟
の
上
面
で
は
一
尺
の
幅
を
も

つ
か
ら
、
従
っ
て
畝
の
上
面
の
広
さ
は
実
際
に
は
五
尺
で
あ
る
と
い

⑳う
。
す
な
わ
ち
図
を
も
っ
て
示
せ
ば
第
三
図
の
ご
と
く
に
な
る
。
し

か
ら
ば
こ
の
五
尺
幅
の
畝
面
上
に
、
ど
の
よ
う
に
播
種
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
夏
菊
瑛
馬
は
、
任
地
篇
の

’尺．

畷μ’ノ

8尺．1尺
酬’，

一
ノ畝（6尺）

（第三図）
ト

　
　
弓
柄
尺
。
此
緯
度
也
。
其
辮
（
博
）
六
寸
。

　
　
衡
葛
生
陶
冶
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ね

に
つ
い
て
、
こ
の
文
は
畦
麟
の
う
ち
に
お
け

る
苗
の
行
列
の
標
準
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

し
か
し
、
も
し
五
尺
幡
の
敵
の
全
面
に
播
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぐ
は

す
る
と
す
れ
ば
行
が
広
す
ぎ
る
上
に
、
　
「
褥

の
柄
は
一
尺
、
こ
れ
が
そ
の
標
準
で
あ
る
」

と
い
う
説
き
方
と
合
わ
な
い
。
行
列
の
標
準

と
し
、
苗
の
行
の
広
さ
と
行
間
の
距
離
（
あ

き
地
）
と
を
み
な
一
尺
と
す
る
と
い
う
も
の

　
　
　
　
う
ね

で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
五
尺
幅
の
畝
に
一
尺
幅
の
行
を
一
行
だ
け
播

種
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
余
り
に
地
、
面
の
浪
費
で
あ
り
、
か
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
も
つ
　
　
へ
だ

た
「
褥
の
広
さ
六
寸
、
　
稼
を
閥
つ
所
以
な
り
」
と
い
う
説
き
方
と

も
合
わ
な
い
。
だ
か
ら
畝
上
に
は
二
行
の
作
物
を
播
種
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
五
尺
幅
の
畝
の
上
に
二
行
の
作
物
が
つ
く
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
行
の
広
さ
は
一
尺
、
行
間
の
距
離
も
一
尺
、
畝
の
両
辺
も
そ
れ

ぞ
れ
一
尺
の
こ
る
こ
と
に
な
り
、
褥
の
柄
一
尺
を
標
準
と
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑳

と
も
適
合
す
る
。

　
以
上
の
ご
と
き
夏
氏
の
解
釈
を
図
示
す
れ
ば
第
四
図
の
ご
と
く
な
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編氏春秋上農等四篇に見える饅業狡徳について（大島）
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　　　　（第　四　図）
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卿サ細q

（第五図）

る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
麦
畑
の
景
観
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぐ
わ

に
思
わ
れ
る
。
た
だ
私
は
こ
の
夏
残
の
説
明
の
う
ち
、
　
「
褥
の
広
さ

　
　
　
さ
く
も
つ
　
　
へ
だ

六
寸
は
稼
を
問
つ
所
以
な
り
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
こ
こ
の
高
調
注
に
は
「
褥
所
以
転
婆
也
、
刃
広
六
寸
、
所
以

入
玉
順
路
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
は
整
苗
、
除
草
に
よ
っ
て
苗
と

苗
と
の
間
隔
を
六
寸
に
整
え
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
第
五
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
七
、
苗

は
必
ず
し
も
一
本
ず
っ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
五
尺
福
の
畝
に
工
行
に
播
種
す
る
の
は
、

さ
き
の
「
上
田
棄
畝
、
下
田
棄
㎜
に
の
下
田
の
場
合
で
あ
っ
て
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

田
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
上
田
で
は
凹
下
し
た
と
こ
ろ
の
畷
に
播

種
す
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
上
照
（
高
欄

田
）
の
場
合
を
例
外
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
は
、
上
文
の
書
き
方
か

ら
し
て
も
得
心
が
い
か
な
い
。
上
田
と
下
田
と
は
ま
っ
た
く
対
等
な

か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
先
進
文
化
地
帯
で

あ
っ
た
華
北
方
面
に
お
い
て
、
上
鴇
に
関
す
る
農
業
技
術
が
下
田
の

そ
れ
よ
り
軽
視
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

ら
上
田
の
場
合
に
、
五
尺
幅
の
畝
を
す
て
て
、
一
尺
懸
の
剛
に
の
み

播
種
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
田
の
場
合
に
も
や
は
り
五
尺
蠣
の
畝
に
二
行

　
　
　
帥田1り

（第六図）

に
や
や
深
い
溝
を
ほ
っ
て
播
種
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
図
示
す
れ
ば
第
六
図

の
ご
と
く
に
な
る
。
こ
の
播
種
用
の
溝
は
上

巳
に
お
い
て
は
余
り
浅
く
て
は
意
味
が
な
い
・

か
ら
次
第
に
深
く
な
り
、
深
さ
一
尺
、
広
さ

一
尺
の
麟
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
結

局
は
心
配
に
三
畷
あ
る
ご
と
き
形
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
も
し
増
産
に
対
す

る
要
請
が
あ
れ
ば
、
上
田
で
は
排
水
溝
の
必
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欄

も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

k一・イ胸廊一一三七一一1

（第七図）

「
一
畝
三
酬
、
歳
代
処
」

私
は
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
呂
民
春
秋
任
地
篇
の
う
ち
に
そ
の

．
繭
芽
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
お
代

磁
法
の
名
の
お
こ
り
で
あ
る
「
歳
ご
と
に
（
麟
の
）
処
を
代
え
る
」
と

い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
も
し
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
広
さ
六
尺
の
畝
が
、
五
尺

　
　
う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

幅
の
畝
と
一
尺
福
の
酬
と
に
分
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
耕
作
用
具
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ

発
達
し
な
い
時
代
に
は
、
広
さ
一
尺
、
深
さ
一
尺
の
み
ぞ
を
堀
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね
　
　
み
ぞ

と
は
大
変
な
労
働
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
畝
と
剛
と
の
位
置
は
毎
年

変
り
な
く
つ
づ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
上
田
に
お
い
て

要
度
は
低
い
か
ら
、
本
来
の
酬
に
も
播
種
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
代
田
法
」

に
い
う
と
こ
ろ
の
一
驚
三
酬
に
ほ
か
な
ら
な

い
（
第
七
國
）
。

　
前
漢
武
帝
の
末
年
、
趙
過
に
よ
っ
て
創
始

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
代
田
法
に
つ
い
て
は
、

私
も
す
で
に
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
し
、
い

ま
そ
れ
を
く
り
返
す
余
裕
は
な
い
が
、
代
田

法
の
農
業
技
術
の
ポ
イ
ン
ト
と
も
い
う
べ
き

　
の
う
ち
、
　
コ
畝
王
剛
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

播
種
用
の
み
ぞ
を
深
く
掘
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
こ
に
酬
と
ほ
ぼ

変
ら
な
い
も
の
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
畝
面
上
の
み
ぞ

も
剛
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
軍
三
一
酬
制
が
出
現
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
漢
書
食
貨
志
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
代
田
法
で

は
、
苗
が
生
長
す
る
に
つ
れ
て
、
除
草
、
土
よ
せ
を
し
て
「
盛
夏
の

こ
ろ
に
、
朧
を
こ
と
ご
と
く
平
ら
に
す
る
」
と
い
う
か
ら
、
収
獲
の

の
ち
、
来
年
の
耕
地
を
つ
く
る
際
に
は
、
も
と
の
剛
を
耕
起
す
る
の

も
、
も
と
の
朧
を
隆
起
す
る
の
も
同
じ
労
力
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
苗
根
の
残
っ
て
い
る
も
と
の
闘
を
す
て
て
、
朧
の
と
こ
ろ

を
耕
起
し
て
、
そ
こ
に
播
種
す
る
ほ
う
が
作
物
に
有
利
で
あ
る
こ
と

を
発
見
す
る
の
は
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
歳
代
処
」
と
は
、
こ

う
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
よ
う

な
農
業
技
術
は
何
時
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
趙
過
の

創
意
に
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

以
上
私
が
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
呂
氏
春
秋
の
末
に

見
え
る
上
農
等
四
篇
の
農
書
は
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
、
上
農
・
弁
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轟氏春秋上饅等四篇に見える爆：業技術について（大鳥）

土
・
審
時
の
三
篇
は
西
嶋
幾
の
表
現
を
借
り
て
言
え
ば
、
「
災
・
地
・

人
の
三
才
が
如
何
に
し
て
農
業
の
理
法
を
構
成
す
る
か
と
い
う
体
系

的
記
述
で
あ
り
、
農
業
の
理
法
の
体
系
化
と
し
て
完
結
性
を
も
つ
も

　
　
　
⑳

の
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、
任
地
篇
は
「
后
稜
書
」
と
も
い
う
べ
き

農
書
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、
他
の
三
篇
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
格

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
前
掲
の
三
篇
1
主
と
し
て
弁
土

二
一
に
現
わ
れ
て
い
る
農
業
技
術
と
任
地
篇
の
そ
れ
と
の
閥
に
も
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
弁
病
難
に
お
い
て
は
、
播
種
は
五
尺
幅
の
献

に
の
み
お
こ
な
わ
れ
、
剛
に
播
種
す
る
こ
と
は
上
田
（
高
皐
田
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
　
　
　
　
　
う
ね

お
い
て
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
酬
が
広
く
畝
が
せ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

く
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
播
種
は
ば
ら
ま

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヨ
　
ヘ
　
へ

き
で
は
な
く
、
二
条
あ
る
い
は
三
条
の
す
じ
ま
き
で
あ
る
が
、
種
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
う

に
不
良
な
も
の
が
多
く
混
じ
っ
て
い
る
た
め
あ
っ
ま
き
に
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

整
苗
作
業
が
重
視
さ
れ
、
た
て
よ
こ
を
そ
ろ
え
て
通
風
を
は
か
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
任
地
篇
に
見
え
る
農
法
で
は
、
畝
と
剛
の
整
地
の

仕
方
は
弁
土
篇
と
同
様
で
あ
る
が
、
上
田
（
高
輪
田
）
と
下
田
（
低
湿

田
）
と
で
は
播
種
法
に
は
っ
き
り
し
た
相
違
が
み
ら
れ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

わ
ち
下
田
で
は
壌
土
篇
と
同
じ
く
畝
に
播
種
す
る
が
、
上
田
で
は

み
ぞ酬

に
播
種
さ
れ
る
と
記
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
卑
田
の
多
い
華
北
の
地
で
創
始
さ
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ね

る
。
そ
れ
は
は
じ
め
に
畝
の
上
に
、
二
条
の
や
や
深
い
み
ぞ
を
作
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

て
播
種
し
た
と
こ
ろ
好
結
果
を
得
た
の
で
、
そ
の
み
ぞ
が
次
第
に
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ

く
っ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
原
来
あ
っ
た
剛
と
区
別
が
つ
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
　
　
う
ね

よ
う
に
な
り
、
一
喫
三
畷
の
糊
と
な
り
、
さ
ら
に
丸
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
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
弁
土
篇
と
任
地
篇
と
で
は
、
そ
の
農

業
技
術
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
差
異
が
観
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
あ
　
　
ち
　
　
も

丸
腰
篇
に
見
ら
れ
る
あ
っ
ま
き
（
概
種
）
の
法
が
漢
初
に
ひ
ろ
く
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
耕
田
歌
」
か
ら
も
わ
か
る
が
、
し
か
し

そ
の
農
法
は
農
業
技
術
の
発
達
史
か
ら
見
れ
ば
、
任
地
篇
の
そ
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

り
古
い
農
法
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
任
地
篇
に
は
、
深
い
み

ぬぞ
に
播
種
す
る
農
法
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
や
が
て

代
田
法
の
成
立
、
華
・
北
畢
地
農
法
の
成
立
を
み
ち
び
く
原
初
的
な
か

た
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
広
影
画
播
農
（
ひ
ろ
う
ね
ば
ら
ま

き
）
法
が
な
お
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
前
漢
武
帝
の
時
代
に
、
趙
過
一
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人
の
創
愈
に
よ
っ
て
代
田
法
が
突
如
と
し
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
斉
射
要
術
耕
田
第
一
に
引
か
れ
て
い
る
後
漢
の
撰

察
の
政
論
に
は

　
　
武
帝
以
言
過
為
捜
粟
三
三
。
四
民
耕
殖
。
其
法
。
三
戸
共
一
牛
。
人
一

　
　
将
之
。
下
種
挽
樫
。
皆
取
備
焉
。
日
種
一
頃
。

と
あ
り
、
趙
過
の
功
績
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
改
良
さ
れ

た
農
具
の
使
用
に
よ
る
牛
耕
の
推
進
で
あ
っ
て
、
　
コ
畝
三
智
、
歳

代
処
」
を
中
心
と
す
る
代
田
農
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
後
漢
時
代

に
趙
過
の
仕
事
が
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
思
う
に
、
古
代
に
お
け
る
農
業
技
術
発
達
の
根
底
に
は
名
も
な
く

貧
し
い
農
民
た
ち
の
長
年
に
わ
た
る
労
働
と
創
意
と
が
秘
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
官
僚
の
創
意
に
よ
っ
て
突
如
と
し
て
新
農
法

が
出
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
私
と
い
え
ど
も
、
趙
過
の
功
績
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と

も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
く
り
か
え
す
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
と
思

㊧h
つ
。

　
①
拙
稿
「
神
農
と
農
家
者
流
」
『
羽
田
博
士
顛
弄
記
念
東
洋
史
論
叢
セ
九
五
〇
年
。

②
拙
稿
「
氾
勝
之
轡
に
つ
い
て
」
『
棄
方
学
報
臨
京
都
第
一
五
冊
第
三
分
、
一
九

　
四
六
年
。

③
酒
鴎
定
生
「
代
閏
法
の
新
解
釈
」
『
野
村
榑
士
還
暦
記
念
論
文
集
、
封
建
制
と

　
資
み
傘
制
』
　
一
九
五
山
ハ
年
。

④
西
鳩
氏
上
掲
論
文
四
六
九
－
七
五
頁
。

⑤
李
酸
之
「
呂
氏
春
秋
中
古
露
玉
秩
」
『
古
史
弁
』
第
六
冊
、
｝
九
三
八
年
。

　
　
劉
汝
鎌
「
呂
氏
春
秋
之
分
析
」
同
上
。

　
　
許
維
遇
『
置
氏
春
秋
集
釈
』
一
九
三
五
年
。

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

⑥
夏
氏
「
校
釈
」
二
八
頁
参
照
。

⑦
許
氏
「
集
釈
」
に
「
張
本
辮
作
辮
」
と
あ
る
。

⑧
晒
醜
氏
上
掲
論
文
四
五
九
頁
。

⑨
隈
上
四
六
七
頁
。

⑩
岡
上
四
六
九
頁
。

⑪
漢
書
巻
三
八
三
五
王
伝
に
見
え
る
「
耕
田
歌
」
の
師
古
注
に
「
概
は
稠
な
り
」

　
と
あ
る
。
西
嶋
氏
は
斉
民
要
術
耕
田
第
一
に
見
え
る
種
種
（
倣
種
也
）
と
概
種
（
概

　
音
翼
）
と
は
反
切
は
異
る
け
れ
ど
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
斉

　
畏
要
旨
の
場
合
は
緑
肥
の
場
合
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
岡
一
視
す
る
こ
と
は
正
し
く

　
な
い
と
思
う
。

⑫
西
山
武
　
・
熊
代
幸
雄
訳
『
斉
疑
要
術
』
上
（
一
九
五
七
年
）
耕
闘
講
書
一
六

　
（
二
九
頁
）
。

⑬
　
蔭
嶋
…
氏
上
掲
論
文
四
六
八
百
ハ
。

⑭
夏
氏
「
校
釈
」
八
○
頁
。

⑮
註
⑫
に
同
じ
。

⑯
　
西
嶋
氏
上
掲
論
文
四
七
三
頁
。

⑰
内
藤
虎
次
郎
「
尚
書
稽
疑
」
『
研
幾
小
録
』
一
九
二
八
年
。

　
　
墨
氏
春
秋
の
成
立
に
関
す
る
説
は
、
む
ろ
ん
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。

72　（72）



＠＠＠＠＠　pm
西
鵯
氏
上
掲
払
塑
又
㎎
六
六
頁
。

差
上
四
六
二
一
七
頁
。

夏
氏
「
校
釈
漏
四
四
頁
。

岡
上
照
五
頁
。

岡
上
四
五
一
六
頁
。

こ
こ
に
牛
・
耕
が
登
場
す
る
必
然
性
が
あ
る
。

し
か
し
呂
氏
春
秋
に
は
牛
耕
の
こ

　
と
は
見
ら
れ
な
い
。

㊨
　
彌
鶴
氏
上
掲
論
文
四
五
九
頁
。
た
だ
し
西
鵬
氏
は
、
任
地
．
弁
土
．
審
時
の
三

　
篇
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

㊧
　
拙
稿
h
氾
勝
之
書
に
つ
い
て
」
第
二
飾
③
、
岡
門
屯
照
と
代
購
」
鋳
二
節
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
女
子
大
学
教
授
）

氏巻秋上簸等細舗に見える農業技術について（大島）
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military　ofiicials，　which　ls　’ ＝@miniature　of　the　Japanese　power　sh’ucture

at　the　end　of　the　Mei］’i　ilN’ts　era．

On　the　Agricultural　Technique　in　the　Four　Chapters　of　the

　　　Liz層shilz’ch’Ulz“ts”iU　shan8－nztn．o呂氏春秋上農and　Others

　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　
Toshikazu　Oshima

　　Generally，　in　the　Chct’n．勧。戦国　period（the　3rd　and　4th　centtiries，

B．　C．）　in　China，　iron　tools　o’f　farming　were　popularized　and　the　＄o－

called　ox－farming　that　a　plough　with　an　iron　edge　was　pulled　by　an

dx　enabled　deep　cultivation；　agricultural　art　is　said　to　have　made

progress　and　productive　power　of　agrieulture　to　have　been　increased．

Some　scholars，　however，　have　their　doubts　about　ehis　progress，　and

it　is　not　clear　yet　what　the　then　agricultural　art　was．

　This　article　seek．s　to　make　an　aspect　of　the　then　agricultural

clear　from　the　documents　of　the　four　chapters　of　Shang－nung

others量n　the　Lii－shih－ch’ma．ts’伽二二春秋上農二四編，　refering　to

Tai－t’ien－fa代田法in　the　Han漢dynasty．

art

and

鋤e

Traditions　of　Rational’Dissenters　in　the　Radical

　　Movement：　A　Note　on　lntellectual　Hlstory

　　　　　　　　　in　the　lstla　Century　England

by

Shlgeo　ltabaski

　The　Radical　Moxrement　oceurred　iil　England　towarcl　the　end　of　the

i8th　century　was　an　anti－governinental　movement　raised　against　the

aristocratic　oligarchy　which　had　been．establish．ed　since　the　Glorious

Revolution．　ln　this　political　struggle）　radical　dissenters，　who　demanded

religious　freedom，　played　an　important　role．

　Theologically　this　small　group　of　intellectual　elite　were　no　imme－

diate　successors　of　the　17th　century　Puritanism　in　England．　ln　the

intellec加al　trad組on　a簸d　religious　se飢呈ment，　however，伽ey　inher圭ted

（167）


