
長
江
下
液
低
濕
地
に
お
け
る
水
生
�
物
利
用
の
變
�
�

大

川

裕

子

は
じ
め
に

一
．
水
生
�
物
の
分
類

二
．
利
用
の
變
�

三
．
栽
培
�
の
背
景

お
わ
り
に

は
じ
め
に

長
江
下
液
の
�
野
部
に
は
低
濕
な
�
境
が
廣
が
っ
て
い
る
︒
季
	


に
大
き
く
�
る
影
水
量
︑
山
地
か
ら
液
下
す
る
河
川
の
增
水
︑
潮
汐
の

:
上
︑
太
湖
周
邊
の
排
水
不
良
の
問
題
等
︑
こ
こ
で
は
歷
�
上
︑
�
剩
な
水
と
如
何
に
向
き
合
う
の
か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
︒
本
稿

は
︑
低
濕
地
に
生
育
す
る
水
生
�
物
に
焦
點
を
當
て
︑
長
江
下
液
開
發
�
の
あ
ら
た
な
側
面
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ハ
ス
・
ヒ
シ
・

オ
ニ
バ
ス
な
ど
の
水
生
�
物
は
︑
怨
石
器
時
代
よ
り
水
邊
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
に
深
く
關
わ
り
︑
食
糧
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
︒
同
じ
く

低
濕
�
境
に
生
育
す
る
稻
は
︑
栽
培
�
が
�
み
�
�
穀
物
と
し
て
社
會


に
大
き
な
�
味
を
�
す
る
が
︑
そ
の
他
の
水
生
�
物
に
�
�
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
農
書
・
本
草
書
・
地
方
志
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
�
料
に
殘
さ
れ
る
關
聯
記
載
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を
見
る
と
︑
水
生
�
物
が
長
江
下
液
に
お
い
て
重
�
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
�
物
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に
な
る
︒
以
下
︑
そ
の
利
用
・
栽

培
技
�
の
變
�
を
�
�


に
�
う
こ
と
で
︑
長
江
開
發
�
の
水
邊
か
ら
の
檢
討
を
試
み
た
い
︒

一
．
水
生
植
物
の
�
類

(1
)
南
方
水
邊
の
�
境

水
生
�
物
と
は
水
中
や
水
邊
に
生
ず
る
�
物
の
こ
と
で
︑
生
存
�
境
の
特
!
に
應
じ
て
沈
水
�
物
・
"
水
�
物
・
"
葉
�
物
・
抽
水
�
物
に

區
分
し
て
論
じ
ら
れ
る(1

)
︒
"
葉
�
物
の
ヒ
シ
・
ハ
ス
・
オ
ニ
バ
ス
は
比
�


水
深
の
淺
い
池
沼
に
︑
抽
水
�
物
の
マ
コ
モ
は
水
に
#
る
$
に
︑

さ
ら
に
ア
シ
の
群
落
は
水
際
に
︑
と
い
う
よ
う
に
�
物
に
は
各
々
の
生
育
に
%
し
た
水
邊
�
境
が
存
在
す
る
︒
長
江
下
液
低
濕
地
の
原
風
景
と

は
︑
一
面
に
廣
が
る
湖
や
沼
澤
地
に
︑
こ
れ
ら
の
水
生
�
物
が
繁
茂
す
る
狀
態
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
地
域
の
開
發
の
重
�
な
側
面
の
一

つ
は
︑
こ
の
よ
う
な
低
濕
�
境
に
人
爲


な
改
(
を
加
え
︑
居
)
�
境
や
農
*
に
と
っ
て
%
し
た
�
境
を
整
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
從
來
の
長

江
下
液
域
を
對
象
と
し
た
開
發
�
を
振
り
+
る
と
き
︑
農
業
�
の
側
面
に
お
い
て
は
︑
�
�
穀
物
で
あ
る
稻
の
品
種
分
�
や
栽
培
技
�
に
焦
點

を
あ
て
た
硏
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
稻
と
共
に
こ
の
地
を
荏
え
た
蠶
桑
業
︑
�
代
以
影
に
成
長
す
る
春
作
物
︑
棉
花
等
の
經
濟

作
物
に
つ
い
て
も
�
�
硏
究
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
︒
水
利
事
業
に
つ
い
て
は
︑
開
發
據
點
を
水
.
か
ら
守
り
水
上
/
�
を
促
�
し
︑

安
定
し
た
稻
作
生
產
を
營
む
た
め
に
低
濕
�
境
が
ど
の
よ
う
に
克
1
さ
れ
て
き
た
の
か
が
重
�
な
硏
究
課
題
と
な
っ
た
︒

水
邊
の
側
か
ら
開
發
の
推
移
を
考
察
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
︒
北
田
英
人
は
�
と
し
て
2
詩
に
詠
ま
れ
る
動
�
物
に
關
す
る
描
寫
を
材

料
と
し
て
太
湖
周
邊
の
水
邊
の
�
境
を
復
元
し
︑
2
代
に
お
い
て
�
境
が
變
�
し
て
い
く
�
3
に
つ
い
て
檢
討
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
︑
2
代
を

自
然
�
境
と
開
發
が
共
存
・
對
峙
し
て
い
た
�
後
の
時
代
と
位
置
づ
け
た(2

)
︒
ま
た
周
晴
は
2
代
以
影
の
湖
州
に
焦
點
を
あ
て
︑
沼
澤
地
が
變
�

し
て
い
く
�
3
を
�
生
・
農
業
の
面
か
ら
論
じ
た(3

)
︒
北
田
英
人
や
周
晴
の
硏
究
手
法
は
︑
人
閒
と
自
然
�
境
と
の
關
わ
り
を
探
求
す
る
學
問
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方
向
性
︑
い
わ
ゆ
る
�
境
�
の
視
點
を
7
入
す
る
こ
と
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
︒

8
年
の
考
古
學
の
分
析
成
果
か
ら
も
︑
怨
石
器
時
代
の
長
江
下
液
の
人
々
と
水
邊
の
9
源
と
の
關
係
が
�
目
さ
れ
て
い
る
︒
浙
江
省
餘
姚

市
・
田
螺
山
:
跡
は
沖
積
地
の
低
濕
地
に
形
成
さ
れ
た
河
姆
渡
�
�
;
の
集
落
:
跡

(
前
五
〇
〇
〇
～
前
三
五
〇
〇
)
で
あ
る
が
︑
花
粉
や
�
物

:
存
體
の
分
析
を
�
し
て
當
時
の
集
落
の
立
地
�
境
や
︑
人
々
の
食
生
活
の
一
端
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
田
螺
山
人
の
生
活
は
水
邊
の
�

境
に
高
度
に
%
應
し
た
も
の
で
あ
っ
た(4

)
︒
集
落
の
外
側
に
は
ア
シ
や
野
生
イ
ネ
が
繁
茂
す
る
濕
原
が
︑
そ
の
先
に
は
ヒ
シ
や
オ
ニ
バ
ス
が
葉
を

廣
げ
る
淺
い
沼
澤
が
廣
が
っ
て
お
り
︑
集
落
を
圍
む
小
高
い
山
々
は
照
葉
樹
の
森
に
<
わ
れ
て
い
た
︒
田
螺
山
の
人
々
が
食
用
し
て
い
た
デ
ン

プ
ン
質
の
う
ち
︑
初
;
に
お
い
て
大
き
な
割
合
を
占
め
る
の
は
堅
果
類

(シ
イ
の
實
)
と
ヒ
シ
で
あ
り
︑
つ
い
で
オ
ニ
バ
ス
・
イ
ネ
で
あ
っ
た

が
︑
後
;
に
な
る
と
イ
ネ
が
中
心
へ
と
轉
じ
︑
他
の
�
物
は
貯
藏
用
の
役
割
を
擔
う
よ
う
に
な
っ
た(5

)
︒
稻
作
栽
培
の
初
;
段
階
に
あ
っ
て
長
江

下
液
の
人
々
の
食
糧
が
ヒ
シ
・
オ
ニ
バ
ス
な
ど
の
水
邊
の
9
源
に
大
き
く
依
據
し
て
い
た
點
は
�
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
水
生
�
物

を
組
み
=
ん
だ
食
糧
戰
略
は
︑
時
代
が
下
り
︑
漢
代
に
至
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
司
馬
�
は
﹃
�
記
﹄
卷
一
二
九
︑
貨

殖
列
傳
に
お
い
て
︑﹁
楚
越
の
地
︑
地
廣
く
人
希
れ
︑
稻
を
飯
に
し
魚
を
羹
に
す
︒
或
い
は
火
*
し
て
水
耨
す
︒
果
隋
蠃
蛤
︑
賈
を
待
た
ず
し

て
足
る
︒
地
埶
は
食
に
饒あ

つ

く
︑
C
饉
の
患
無
し
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
貨
殖
列
傳
の
こ
の
箇
$
は
﹁
火
*
水
耨
﹂
の
農
業
技
�
を
め
ぐ
る
議
論
の

中
で
度
々
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
本
來
︑
司
馬
�
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
︑
魚
や
イ
ネ
を
食
べ
︑﹁
火
*
水
耨
﹂
な
ど
の
粗
放
な
稻
作
も
行
い

つ
つ
も
︑
豐
富
な
自
然
9
源
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
南
方
特
�
の
生
業
の
D
で
あ
っ
た(6

)
︒
こ
の
よ
う
な
低
濕
�
境
か
ら
得
ら
れ
る
9
源
の

積
極


な
活
用
は
︑
或
い
は
﹁
�
境
%
應
﹂
と
も
言
い
奄
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
長
江
下
液
地
域
に
お
い
て
は
形
を
變
え
つ

つ
︑
後
世
に
も
繼
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
以
下
に
︑
低
濕
地
の
9
源
の
な
か
で
も
水
生
�
物
を
�
し
て
︑
人
閒
と
低
濕
�
境
と

の
關
係
を
檢
討
し
て
い
き
た
い
︒
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(2
)
農
書
に
お
け
る
分
類

E
8
代
に
お
い
て
︑
實
際
に
ど
れ
3
の
水
生
�
物
が
把
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
試
み
に
︑
各
々
本
草
書
︑
農
書
の
集
大
成
と
し
て
知

ら
れ
る
﹃
本
草
綱
目
﹄︑﹃
農
政
F
書
﹄
お
よ
び
︑
本
草
の
み
な
ら
ず
�
物
F
般
を
對
象
と
す
る
﹃
�
物
名
實
圖
考
﹄
か
ら
︑
水
生
の
�
物
や
︑

水
邊
に
關
聯
す
る
項
目
を
と
り
あ
げ
て
以
下
に
示
し
た
︒

�
・
李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
』

果
類

(五
種
)
隰
草
類

(一
二
六
種
)
水
草
類

(
二
三
種
)

�
・
徐
光
H
﹃
農
政
F
書
』

樹
藝
・
蓏
部

(六
種
)
蔬
部

(二
種
)
種
�
・
雜
種

(
五
種
)

淸
・
吳
其
濬
﹃
�
物
名
實
圖
考
』

果
類

(六
種
)
隰
草
類

(二
八
七
種
)
水
草
類

(
三
七
種
)

各
書
は
衣
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
屬
す
る
書
物
で
あ
り
︑
�
物
を
收
錄
す
る
目


や
分
類
の
方
法
は
衣
な
っ
て
い
る
︒
�
物
の
藥
效
に
重
き
を
置
く

﹃
本
草
綱
目
﹄﹃
�
物
名
實
圖
考
﹄
に
は
︑
當
然
︑
野
生
�
物
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
︒
兩
書
は
果
類
と
し
て
ハ
ス
・
ヒ
シ
・
オ
ニ
バ
ス
・
ク
ワ

イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ(7

)
の
五
種
類
の
水
生
�
物
を
收
錄
す
る
他
︑
草
類
の
中
に
﹁
隰
草
﹂﹁
水
草
﹂
の
項
目
を
設
け
︑
多
く
の
�
物
を
收
錄
す

る
︒
し
か
し
︑
こ
の
隰
草
類
は
濕
氣
を
好
む
�
物
と
い
う
3
度
の
�
味
し
か
も
た
ず
︑
蘆
・
燈
心
草
・
水
蓼
・
水
甘
草
な
ど
の
一
部
の
�
物
を

除
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
が
現
在
で
は
水
生
�
物
と
し
て
括
ら
れ
る
範
疇
に
は
屬
し
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
水
草
類
に
は
抽
水
�
物
の
ガ
マ
・
マ
コ
モ
︑

"
葉
�
物
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
他
︑
昆
布
・
紫
L
・
海
帶
な
ど
の
海
草
類
も
含
ま
れ
る
︒
水
邊
に
は
樣
々
な
�
物
が
存
在
し
︑
人
閒
は
そ
れ
ら
を

食
用
・
藥
用
・
燃
料
・
円
築
材
料
・
肥
料
等
樣
々
な
用
N
に
利
用
し
て
き
た
が
︑
本
稿
で
は
と
く
に
食
用
と
し
て
人
閒
生
活
と
深
く
關
わ
る
水

生
�
物
に
限
定
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
水
生
�
物
は
︑
農
書
に
栽
培
作
物
と
し
て
收
錄
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
現
代
の

中
國
で
﹁
水
生
蔬
L
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
當
す
る(8

)
︒
以
下
に
︑
農
書
が
と
り
あ
げ
て
き
た
水
生
�
物
の
種
類
・
內
容
・
分
類
の
變
�
を
槪

觀
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

『齊
民
�
�
﹄
卷
六
︑
養
魚
に
は
﹁
種
R
・
藕
・
蓮
子
・
芡
・
噂
附
﹂
と
し
て
ジ
ュ
ン
サ
イ

(R
)
・
レ
ン
コ
ン

(藕
)
・
ハ
ス
の
實

(蓮
子
)
・
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オ
ニ
バ
ス

(
芡
)
・
ヒ
シ

(
噂
)
の
栽
培
法
が
附
記
さ
れ
て
い
る
︒
養
魚
に
關
す
る

內
容
は
﹃
陶
朱
公
養
魚
經(9

)
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
ま
た
五
種
の
水
生
�
物
の
記

載
に
は
︑
沈
懷
S
﹃
南
越
志
﹄︑
陸
璣
﹃
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
駅
﹄︑
陶
弘
景
﹃
本

草
經
集
È
﹄
等
︑
六
U
で
著
さ
れ
た
書
物
が
多
く
引
用
さ
れ
る
︒
こ
の
箇
$
が
賈

思
勰
自
身
に
よ
る
附
記
で
あ
る
の
か
︑
別
の
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
か
詳
細
は
不

�
で
あ
る
が
︑
養
魚
X
の
よ
う
に
附

(
附
出
)
を
�
加
し
て
記
営
す
る
Y
成
は
︑

﹃
�
�
﹄
の
他
條
に
も
複
數
存
在
す
る(10

)
︒
卷
一
～
卷
四
に
附
出
さ
れ
て
い
る
の
は
本

X
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
作
物
の
補
足
で
あ
り
︑
卷
五
以
影
に
は
槪
ね
Z
理
法
や

栽
培

(動
物
の
飼
育
)
か
ら
得
ら
れ
る
副
產
物
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
﹇
表
一
﹈︒
こ

こ
で
は
︑
水
生
�
物
が
養
魚
池
に
お
け
る
副
產
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

點
に
�
目
し
た
い
︒
後
世
の
農
書
で
は
︑
五
種
の
水
生
�
物
の
う
ち
R
の
記
載
が

\
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
﹃
�
�
﹄
の
內
容
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
く
︒
し
か

し
︑
分
類
方
法
に
は
變
�
が
生
じ
て
い
る
︒
2
宋
;
の
農
書
に
は
﹃
四
時
纂
�
﹄

﹃
分
門
瑣
碎
錄
﹄
が
あ
る
が
︑
E
者
は
^
令
式
︑
後
者
は
逸
書
で
あ
る
た
め
`
報
が

限
定


で
︑
比
�
檢
討
の
材
料
に
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
分
類
方
法
の
變
�

を
探
る
た
め
に
は
︑
元
代
の
總
合
農
書
の
出
現
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
こ
で
︑﹃
農
桑
輯
�
﹄﹃
王
禎
農
書
﹄
の
分
類
・
記
載
を
見
て
み
る
と
︑﹃
輯
�
﹄

は
蓮
・
藕
・
菱
・
芡
を
養
魚
か
ら
切
り
離
し
︑
內
容
は
﹃
�
�
﹄
の
記
載
を
ほ
ぼ

踏
襲
し
て
卷
六
・
藥
草
に
收
錄
し
て
い
る
﹇
表
二
﹈︒
一
方
︑﹃
王
禎
﹄
は
︑﹃
輯
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表一 『��』各Xの附出

卷一 3 種穀 í附出、í爲粟類故

卷二
10 大小麥 瞿麥附

14 種瓜 茄子附

卷三

18 蔓菁 菘・蘆菔附出

19 種蒜 澤蒜附出

28 種b荷・芹・[艸豦］ 菫・胡菫附出

卷四
33 種棗 諸法附出

36 種梅杏 杏李麩附出

卷五

45 種桑、柘 養蠶附

52 種紅藍花e梔子 燕荏、香澤、面脂、手藥、紫粉、白粉附

55 伐木 種地黃法附出

卷六

56 養牛・馬・驢・騾 相牛、馬e諸病方法

57 養羊
氈e酥酪、乾酪法、收驢馬駒、羔、犢法、羊病諸方、
竝附

61 養魚 種R、藕、蓮、芡、噂附



�
﹄
に
お
い
て
藥
草
に
分
類
さ
れ
た
四
種
の
水
生
�
物
を
︑
百
穀
�
集
三
・
蓏
屬
に
收

錄
し
た
上
で
︑
と
く
に
芡
・
菱
に
つ
い
て
は
﹁
雞
頭
︑
粉
と
作
し
︑
之
を
食
ら
え
ば
甚

だ
妙
な
り
︒
河
北
の
溏
濼
に
沿
う
居
人
之
を
采
り
︑
舂
き
て
皮
を
去
り
︑
搗
き
て
粉
と

爲
し
︑
蒸
煠
し
て
餠
を
作
り
︑
以
て
粮
に
代
ふ
べ
し

(
＊
｢
河
北
～
﹂
以
下
は
﹃
本
草
衍

義
﹄
か
ら
の
引
用
)
﹂﹁
江
淮
e
び
山
東
は
其
の
實
を
曝
し
︑
以
て
米
と
爲
し
︑
以
て
糧
に

當
つ
べ
し
︒
k
ほ
橡
を
以
て
9
と
爲
す
が
ご
と
き
な
り
﹂
と
︑
食
糧
と
し
て
の
重
�
性

を
加
筆
・
强
Z
し
て
い
る
︒
水
生
�
物
の
種
類
に
つ
い
て
は
︑
南
宋
﹃
分
門
瑣
碎
錄
﹄

に
茭
白

(マ
コ
モ
ダ
ケ
)
が
︑
�
代
以
影
は
ク
ワ
イ

(m
菰
・
慈
姑
)
︑
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ

(鳧
m
・
烏
芋
)
の
記
載
が
怨
た
に
加
わ
る
﹇
表
二
﹈︒
以
上
か
ら
︑
農
書
で
と
り
あ
げ

ら
れ
る
水
生
�
物
は
後
世
︑
獨
立
し
た
栽
培
品
目
と
し
て
確
立
し
種
類
も
增
加
す
る
こ

と
︑
そ
の
變
�
は
南
宋
～
元
代
に
は
す
で
に
n
こ
っ
て
い
た
と
い
う
︑
お
よ
そ
の
液
れ

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑
水
生
�
物
の
栽
培
地
域
に
つ
い
て
農
書
を
も
と
に
栽
培
地
を
限
定
し
た
り
︑

分
布
の
地
域
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
︒
そ
こ
で
﹃
�
�
﹄
以
影
の
水
生

�
物
の
記
載
內
容
が
︑
本
稿
で
考
察
對
象
と
す
る
長
江
下
液
域
の
狀
況
を
考
え
る
際
に

o
當
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
た
め
に
︑
宋
～
�
代
の
地
方
志
の
物
產
を
參
照
し
た
﹇
表

三
﹈︒
す
る
と
︑
長
江
下
液
の
�
原
部
に
位
置
す
る
府
志
に
は
﹃
�
�
﹄
以
來
の
水
生

作
物
が
物
產
・
土
產
と
し
て
列
擧
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
�
ら
か
と
な
る
︒
例
え
ば
︑

�
・
正
德
﹃
姑
蘇
志
﹄
卷
一
四
︑
土
產
は
﹁
水
實
之
屬
﹂
に
菱
・
芡
實
・
藕
・
葧
臍
・
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表二 農書が收錄する水生作物

品目
書名

養魚 R 蓮 藕 芡 菱
噂

m菰
慈姑

鳧m
烏芋

茭白

『齊民��』(北魏) 養魚 − △ △ (菰實)

『四時纂�』(2) 四^ − 正^ △ − − △ −

『分門瑣碎錄』(南宋) 蟲魚 − 種花 − − − − 雜說 (茭首)

『農桑輯�』(元) 禽魚 − 藥草 − − −

『王禎農書』(元)
農桑�訣
蓄養

− 百穀�･蓏 − − −

『居家必用事類F集』(元) 養魚 − 果木類･種水物法 − − −

『農桑衣食輯�』(元) − − 三^ 八^ 三^ − 三^

『r民圖纂』(�) 牧養類 − 樹藝類･種諸果花木 種諸色蔬L

『農政F書』(�) 收養 種�雜種 樹藝･蓏 荒政･草部

『s時�考』(�) 農餘･牧畜 農餘･蔬 農餘･果 −

* 養魚、水生�物の記載を收めるt名を記した。△は名稱のみで、栽培記載がないもの。



m
菇
の
五
種
類
を
︑﹁
溪
芼
之
屬
﹂
に
R
L
・
茭
白

(菰
)
・
荇
L
・
芹
を

記
載
す
る
︒
ま
た
萬
曆
﹃
杭
州
府
志
﹄
卷
三
二
︑
土
產
は
﹁
䟽

(蔬
)
之

屬
﹂
を
園
蔬
・
澤
蔬
･
野
蔬
に
三
大
別
し
︑
澤
蔬
に
は
水
芋
・
茭
白
・
芹
・

荇
・
R
を
あ
げ
る
︒
ま
た
同
樣
に
﹁
果
之
屬
﹂
の
う
ち
澤
果
と
し
て
菱
・

噂
・
芡
・
藕
・
蓮
x
・
茈
菰
・
荸
萕
を
あ
げ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
�
代
に

な
る
と
︑
地
方
志
に
は
水
生
�
物
が
水
實
・
溪
芼
・
澤
蔬
・
澤
果
な
ど
の

名
稱
に
ま
と
め
ら
れ
て
分
類
・
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
宋

～
�
代
の
地
方
志
の
記
載
か
ら
は
︑
水
生
�
物
の
栽
培
�
が
長
江
下
液
に

お
い
て
か
な
り
�
み
︑
�
代
に
は
地
域
の
物
產
と
し
て
重
�
な
役
割
を
果

た
す
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
以
下
に
﹃
�

�
﹄
養
魚
が
附
出
す
る
ジ
ュ
ン
サ
イ
・
ハ
ス

(
實
と
根
)
・
オ
ニ
バ
ス
・
ヒ

シ
に
︑
卷
九
の
Z
理
法
で
登
場
す
る
マ
コ
モ

(
實
と
莖
)
︑
そ
し
て
後
世
の

農
書
に
栽
培
の
記
営
が
加
わ
る
ク
ワ
イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
・
水
芋
等
を

加
え
︑
そ
の
利
用
變
�
を
c
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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表三

R 蓮實
藕
(蓮)

芡 菱 m姑
鳧m・
荸萕

茭白
(菰)

水芹 水芋 出 典

宋
元

○ − ○ − ○ − − − − − 紹興『吳郡志』30、土產

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 嘉泰『吳興志』20、風俗

○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ − 嘉泰『會稽志』17、草部

− − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − 嘉定『赤城志』36、土貢

− ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ − 景定『円康志』42、土貢

− ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ − 咸淳『臨安志』58、物產

− − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − 至元『嘉禾志』6、物產

− ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − 至順『鎭江志』4、土產

�

○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 正德『姑蘇志』14、土產

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 正德『松江府志』5、土產

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 嘉靖『寧波府志』12、物產

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 萬曆『杭州府志』32、土產

− ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 萬曆『常州府志』10、物產

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − 萬曆『嘉興府志』1、土產

○ ○ − ○ ○ − ○ ○ ○ ○ 萬曆『紹興府志』3、物產



二
．
利
用
の
變
�

(1
)
2
末
五
代
以
E

2
代
以
E
の
長
江
下
液
に
關
す
る
�
料
は
少
な
く
`
報
は
限
定


だ
が
︑
湖
沼
に
自
生
す
る
水
生
�
物
の
利
用
を
窺
わ
せ
る
記
載
が
散
見
す

る
︒﹃
西
京
雜
記
﹄
卷
五
(﹃
漢
魏
叢
書
﹄
$
收
)
に
は
E
漢
・
會
稽
郡
に
お
い
て
︑
マ
コ
モ
を
日
々
食
用
す
る
母
子
の
逸
話
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

會
稽
の
人
|
翱
︑
少
く
し
て
父
を
失
ひ
︑
母
に
事
へ
て
至
孝
な
り
︒
母
好
み
て
雕
胡
飯

ま
こ
も
め
し

を
食
し
︑
常
に
子
女
を
帥
い
て
躬
ら
�
擷
す
︒
家

に
�
り
て
︑
水
を
7
き
川
を
鑿
ち
︑
自
ら
種
え
て
供
養
し
︑
每
に
盈
�
�
り
︒
家
は
亦
た
太
湖
に
8
く
︑
湖
中
︑
後
に
自
ら
雕
胡
を
生
じ
︑

復
た
餘
草
な
く
︑
蟲
・
鳥
の
敢
て
至
ら
ず
︒
�
に
以
っ
て
養
を
爲
す
を
得
︒
郡
縣
其
の
閭
舍
に
表
す
︒

マ
コ
モ

(Z
izan
ia
latifolia)
は
イ
ネ
科
の
抽
水
�
物
で
︑
水
深
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
淺
瀨
に
生
育
す
る
︒
そ
の
生
育
�
境
は
ヨ
シ
の
そ
れ
に

8
く
︑
�
料
上
に
も
﹁
茭
葦
﹂
の
語
が
頻
出
す
る
︒
そ
の
實
は
古
く
か
ら
穀
物
の
一
つ
と
し
て
食
用
さ
れ
︑
�
料
上
に
は
菰
飯
・
菰
米
・
雕
菰

飯
と
記
さ
れ
る
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
・
食
醫
に
は
﹁
魚
は
菰
に
宜
し
﹂
と
あ
り
︑
水
邊
と
關
わ
り
の
あ
る
魚
と
マ
コ
モ
が
一
緖
に
食
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
ま
た
同
︑
天
官
・
膳
夫
の
£
玄
�
に
引
く
£
司
農
說
で
は
菰
は
六
穀
︑
天
官
・
太
宰
の
£
玄
�
で
は
九
穀
の
一
つ
に
數
え

ら
れ
て
い
る
︒﹃
西
京
雜
記
﹄
で
は
︑
湖
の
淺
瀨
や
︑
水
邊
に
自
生
す
る
マ
コ
モ
を
�
取
し
︑
或
い
は
川
水
を
引
き
=
ん
で
�
栽
培
�
し
て
日

常


な
食
糧
と
し
て
い
る
樣
子
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
齊
民
�
�
﹄
に
は
︑
マ
コ
モ
の
栽
培
法
は
一
切
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
卷
九
︑
飧
飯

第
八
六
・
菰
米
飯
法
に
は
菰
飯
の
Z
理
・
保
存
法
に
關
す
る
記
営
が
あ
る(11

)
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
︑
マ
コ
モ
は
食
用
と
さ
れ
る
が
積

極


な
栽
培
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︑
つ
ま
り
野
生
の
も
の
を
�
取
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
で
あ
る
︒
マ
コ
モ
に
は
脫
粒
性
が
あ
り
︑

穗
を
撒
い
て
增
や
す
こ
と
が
難
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
現
在
で
も
莖
を
含
む
土
壤
を
切
り
取
り
移
�
す
る
株
�
え
が
中
心
で
あ
る
︒
イ
ネ
の
栽
培

�
が
脫
粒
性
の
克
1
と
と
も
に
�
ん
だ
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
マ
コ
モ
は
品
種
改
良
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る(12

)
︒﹃
�
�
﹄
以
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影
も
農
書
に
は
マ
コ
モ
の
實
の
栽
培
法
が
記
載
さ
れ
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
︒

こ
の
時
;
の
野
生
水
生
�
物
の
利
用
例
は
マ
コ
モ
だ
け
で
は
な
い
︒﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
五
︑
孝
義
に
は
︑
野
生
の
ヒ
シ

(菱
)
や
ジ
ュ
ン
サ

イ

(R
)
を
�
取
し
て
販
賣
す
る
姉
妹
の
話
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

印
た
會
稽
の
人
・
陳
氏
に
三
女
�
り
て
男
無
し
︒
祖
父
母
︑
年
八
︑
九
十
︑
老
耄
に
し
て
知
る
$
な
く
︑
父
は
癃
病
に
篤く

る

し
み
︑
母
は
其

の
室
を
安
ぜ
ず
︒
歲
饑
に
値
り
︑
三
女
相
い
�
ひ
て
西
湖
に
於
い
て
菱
・
R
を
�
り
︑
�
日
市
に
至
り
て
貨
賣
し
︑
未
だ
嘗
て
虧
怠
せ
ず
︒

ヒ
シ

(T
rapa
spp.)
と
ジ
ュ
ン
サ
イ

(B
rasen
ia
sch
reberi)
は
と
も
に
︑
根
が
水
底
に
固
着
し
葉
が
水
面
に
"
く
"
葉
�
物
だ
が
︑
�
境
は

ヒ
シ
が
一
～
三
メ
ー
ト
ル
の
水
深
を
�
す
る
一
年
草
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
そ
れ
よ
り
も
淺
い
水
域
に
生
育
す
る
多
年
草
で
あ

る
︒
ヒ
シ
は
デ
ン
プ
ン
質
に
富
む
實
を
食
用
し
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
葉
を
食
用
と
す
る
︒
ヒ
シ
に
つ
い
て
は
︑
後
営
す
る
2
代
以
影
の
�
料
に
品

種
や
栽
培
法
の
變
�
を
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
記
載
は
後
世
の
農
書
に
記
さ
れ
ず
︑
�
代
に
い
た
る
ま
で
栽
培
記
営
も

ほ
と
ん
ど
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹃
齊
民
�
�
﹄
養
魚
に
は
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
栽
培
に
つ
い
て
以
下
の
記
載
を
確
¦
で
き
る

﹇
表
2
﹈︒

種
R
の
法
︑
陂
湖
に
8
き
者
湖
中
に
於
い
て
之
を
種
う
べ
し
︒
液
水
に
8
き
者
水
を
決
し
て
池
と
爲
し
之
を
種
う
べ
し
︒
深
淺
を
以
て
候

と
爲
す
︒
水
深
け
れ
ば
則
ち
莖
肥
ゆ
る
も
葉
少
く
︑
水
淺
け
れ
ば
則
ち
葉
多
き
も
莖
瘦
す
︒
R
は
性
は
生お

い
易
く
︑
一
た
び
種
う
れ
ば

永と
こ
し
え

に
得
︒
淨
«
に
宜
し
く
︑
污
に
耐
え
ず
︑
糞
穢
池
に
入
れ
ば
卽た
だ

ち
に
死
す
︒
一
斗
餘
許
を
種
う
れ
ば
︑
以
て
用
に
供
す
る
に
足
る
な

り

(﹃
齊
民
�
�
﹄
養
魚
)
︒

『�
�
﹄
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
%
度
な
水
深
と
淸
淨
な
水
質
が
保
た
れ
れ
ば
容
易
に
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
後
世
の
農
書

に
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
栽
培
法
が
記
さ
れ
な
い
の
は
︑
マ
コ
モ
と
同
樣
︑
利
用
は
さ
れ
る
が
積
極


に
栽
培
さ
れ
る
�
物
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
︒
し
か
も
︑
マ
コ
モ
の
よ
う
に
デ
ン
プ
ン
を
得
る
穀

(糧
)
で
は
な
い
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
︑
そ
も
そ
も
食
糧
と
し
て
の
依
存
度
も
低
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
保
存
が
難
し
い
た
め
︑
利
用
は
南
方
に
限
定
さ
れ
る
局
地


な
�
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
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﹃
�
�
﹄
に
栽
培
法
が
收
錄
さ
れ
る
の
は
︑
南
方
を
象
!
す
る
食
材
と
し
て
當
時
の
人
々
が
ジ
ュ
ン
サ
イ
に
對
し
て
高
い
關
心
を
も
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒﹃
世
說
怨
語
﹄
言
語
に
は
︑
西
晉
の
陸
機
が
訪
問
先
の
も
て
な
し
に
羊
酪
を
供
さ
れ
た
際
︑
故
鄕
の
吳
の
R
羹
と
比
�
し
︑
R

羹
が
い
か
に
美
味
で
あ
る
か
を
営
べ
た
著
名
な
逸
話
が
記
錄
さ
れ
る(13

)
︒
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
こ
の
逸
話
が
廣
ま
っ
た
後
︑
と
く
南
北
分
裂
;
に
お
い

て
南
方
の
香
り
を
持
つ
食
材
・
食
物
と
し
て
�
學
作
品
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

以
上
︑
六
U
;
ま
で
の
�
料
に
は
︑
野
生
の
水
生
�
物
を
�
取
し
日
々
の
糧
と
し
た
り
︑
賣
買
し
て
生
計
を
荏
え
る
人
々
の
D
が
記
錄
さ
れ

て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
�
料
に
は
︑
饑
饉
や
生
活
苦
と
い
う
E
提
が
つ
き
ま
と
い
︑
こ
の
例
だ
け
を
以
て
野
生
水
生
�
物
の
日
常


利
用
が
一
般



で
あ
っ
た
と
斷
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
六
U
;
の
長
江
下
液
域
に
お
い
て
は
︑
一
般
農
民
が
共
同
利
用


に
手
つ
か
ず
の
沼

澤
地
の
利
益
を
享
±
し
︑
そ
れ
が
日
常
生
活
に
大
き
な
役
割
を
擔
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る(14

)
︒
2
代
以
E
に
は
野
生
の
水
生
�
物
が

廣
範
に
自
生
す
る
未
開
發
の
水
邊
の
�
境
が
存
在
し
︑
野
生
�
物
を
活
用
す
る
人
々
が
廣
範
に
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

2
代
に
な
る
と
︑
長
江
下
液
域
に
關
わ
る
�
料
が
相
對


に
增
加
し
︑
と
く
に
2
詩
の
中
に
そ
の
`
景
や
水
生
�
物
を
描
寫
し
た
作
品
が
多

く
見
ら
れ
る
︒
な
か
で
も
﹁
菰
飯
・
菰
米

(=
マ
コ
モ
飯
)
﹂
は
廣
く
南
方
を
象
!
す
る
語
と
し
て
多
く
の
詩
人
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
︒
長
江
上

液
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑
虁
州
・
東
屯
の
稻
作
に
つ
い
て
描
寫
し
た
杜
甫
﹁
行
官
張
²
︑
補
稻
畦
水
︑
歸
﹂
に
は
︑﹁
秋
の
菰
は
黑
米
と
成
り
︑

精
鑿
す
れ
ば
白
き

粲
か
が
や

き
を
傳
え
ん
︑
玉
粒
は
晨
に
炊
く
に
足
り
︑
紅
鮮
は
霞
の
ご
と
く
散
る
に
任
せ
ん
﹂
と
す
る
句
が
見
え
る
︒
古
川
末
喜

は
詩
中
の
﹁
紅
鮮
任
霞
散
﹂
に
つ
い
て
︑
精
白
し
た
菰
飯
に
紅
鮮

(赤
玄
米
)
を
混
ぜ
て
炊
い
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
︑
マ
コ
モ
飯
が
し
ば

し
ば
2
人
の
食
卓
に
上
っ
て
い
た
と
す
る(15

)
︒
こ
の
ほ
か
︑
�
菱

(ヒ
シ
の
收
穫
)
︑
菱
香

(ヒ
シ
を
炊
く
香
)
︑
�
蓮
・
�
藕

(
ハ
ス
・
レ
ン
コ
ン
の

收
穫
)
︑
R
羹
な
ど
も
︑
江
南
の
`
緖
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
た
︒
詩
が
實
態
を
ど
の
3
度
反
映
し
て
い
る
の
か
は
�
ら
か
で
は
な
い
が
︑
2
代

に
は
水
生
�
物
の
固
�
品
種
︑
例
え
ば
ヒ
シ
の
場
合
は
︑
折
腰
菱
と
呼
ば
れ
る
優
良
品
種
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ヒ
シ
・
ハ
ス
の
收
穫
`
景

が
詩
中
に
頻
出
す
る
の
も
︑
湖
面
で
の
栽
培
�
が
�
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う(16

)
︒
2
代
に
お
け
る
か
か
る
動
き
の
結
果
が
︑

¸
の
宋
代
以
影
の
水
生
�
物
の
利
用
の
大
き
な
變
�
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
︒
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(2
)
宋
元
時
代

宋
代
以
影
は
地
方
志
や
本
草
書
の
t
纂
・
出
版
が
E
代
に
比
べ
て
增
え
た
た
め
に
︑
長
江
下
液
域
の
水
生
�
物
に
關
す
る
多
く
の
`
報
を
得

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
�
料
か
ら
︑
水
生
�
物
の
品
種
が
增
加
し
︑
栽
培
法
が
多
樣
�
し
て
い
く
狀
況
を
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
北
田
英
人
は
白
L
・
油
L
・
橘
を
例
に
︑
宋
元
時
代
に
は
育
種
の
�
識
性
が
增
大
し
︑
品
種
の
多
樣
�
が
�
瞭
に
窺
え
る
よ
う
に
な
る
と

営
べ
︑
そ
の
背
景
に
は
商
品
液
�
の
擴
大
や
$
得
增
大
等
の
諸
條
件
が
寄
與
し
た
と
指
摘
す
る(17

)
︒
こ
の
よ
う
な
作
物
改
良
の
動
き
は
ヒ
シ
の
よ

う
な
水
生
�
物
の
場
合
に
も
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

折
腰
菱
︑
2
甚
だ
之
を
貴
ぶ
︒
今
︑
腰
菱
と
名
づ
く
る
に
野
菱
・
家
菱
の
二
種
�
り
︒
8
世
復
た
餛
飩
菱
を
出
す
︑
�
も
甘
香
に
し
て
︑

腰
菱
廢
る

(范
成
大
﹃
吳
郡
志
﹄
卷
三
十
︑
土
物
下
)
︒

『吳
郡
志
﹄
で
は
︑
ヒ
シ
を
野
菱

(湖
な
ど
に
自
生
す
る
も
の
)
と
家
菱

(栽
培
さ
れ
る
も
の
)
に
�
確
に
區
分
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
は
︑
2
代
の

折
腰
菱
に
ま
さ
る
優
良
品
種
・
餛
飩
菱
の
存
在
に
つ
い
て
記
載
す
る
︒
こ
の
餛
飩
菱
に
つ
い
て
は
嘉
泰
﹃
吳
興
志
﹄
卷
二
十
︑
物
產
に
も
記
載

が
あ
り
︑﹁
秋
晚
に
實
を
采
り
︑
竹
箔
に
て
曝
乾
し
殻
を
去
り
て
米
と
爲
し
亦
た
果
と
爲
す
︒
收
む
る
こ
と
十
數
斛
に
至
る
者
�
り
﹂
と
︑
多

く
の
收
穫
を
得
る
者
が
い
た
と
営
べ
る
︒
十
數
斛
に
e
ぶ
收
穫
を
得
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
な
り
の
面
積
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
豫
測
で
き

る
︒
こ
の
よ
う
な
品
種
の
多
樣
�
は
︑
栽
培
が
定
着
し
︑
よ
り
良
い
種
類
を
求
め
た
い
と
い
う
人
々
の
�
識
の
高
ま
り
が
こ
の
時
;
に
生
じ
て

い
た
こ
と
を
�
味
す
る
︒
背
景
に
は
都
市
の
發
»
や
富
裕
層
の
出
現
︑
液
�
の
發
展
等
の
社
會
變
�
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒

多
種
多
樣
な
副
L
や
零
食
を
求
め
る
動
き
は
︑
マ
コ
モ
の
利
用
に
も
變
�
を
も
た
ら
し
た
︒
マ
コ
モ
は
紀
元
E
よ
り
穀
類
と
し
て
實
が
利
用

さ
れ
て
き
た
が
︑
宋
代
に
な
る
と
莖

(マ
コ
モ
ダ
ケ
)
が
廣
く
利
用
さ
れ
て
栽
培
が
�
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
マ
コ
モ
ダ
ケ
は
マ
コ
モ
に
黑
穗

菌
を
寄
生
さ
せ
て
︑
若
莖
を
筍
の
よ
う
に
肥
大
�
さ
せ
て
食
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
︒
陶
弘
景
﹃
名
醫
別
錄
﹄
下
品
に
は
﹁
菰
根
﹂
の
呼
稱

が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
2
代
以
E
に
は
す
で
に
マ
コ
モ
の
實
以
外
の
部
分
が
食
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
2
～
宋
;
の
本
草
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書
に
は
春
季
の
若
芽
と
秋
季
の
肥
大
莖
と
が
混
亂
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る(18

)
︒
そ
の
中
で
︑
�
も
�
を
得
て
兩
者
を
書
き
分
け
る
の
が
︑
北
宋
・

蘇
頌
で
あ
る
︒

菰
根
︑
舊か

つ

て
出
す
$
の
州
土
を
著
さ
ず
︑
今
江
湖
陂
澤
の
中
に
皆
な
之
れ
�
り
︒
卽
ち
江
南
の
人
呼
び
て
茭
草
と
爲
す
者
な
り
︒
水
中
に

生
じ
︑
葉
は
蒲
・
葦
の
輩
の
如
し
︒
刈
り
て
以
て
馬
を
秣か

え
ば
甚
だ
肥
ゆ
︒
春
に
亦
た
笋
を
生
じ
︑
甜
美
に
し
て
啖
う
に
堪
う
︑
卽
ち
菰

L
な
り
︒
印
た
之
を
茭
白
と
謂
う
︒
其
の
歲
久
し
き
者
︑
中
心
に
白
臺
を
生
じ
小
兒
の
臂
の
如
し
︑
之
を
菰
手
と
謂
う

(﹃
本
草
圖
經
﹄
草

部
下
品
之
下
︑
卷
九
)
︒

マ
コ
モ
栽
培
に
關
し
て
は
︑
南
宋
・
溫
革
﹃
分
門
𤨏
碎
錄
﹄
に
あ
る
﹁
茭
首
︑
根
は
¾
年
移
し
動
か
せ
ば
︑
生
ぜ
し
者
黑
ま
ず
﹂
と
す
る
記
営

が
初
出
で
あ
り(19

)
︑
元
﹃
農
桑
衣
食
撮
�
﹄
卷
上
に
は
︑
三
^
に
﹁
(
茭
筍
は
)
止
だ
水
邉
に
於
い
て
深
く
之
を
栽
う
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
よ
り
具

體


な
栽
培
法
と
な
る
と
︑
�
﹃
宋
氏
樹
畜
部
﹄
三
に
ま
で
時
代
が
下
る
︒

菰
︑
卽
ち
茭
な
り
︒
[其
の
臺
に
は
四
季
種
�
り
︒
今
︑
茭
白
と
曰
う
︒﹃
𤨏
碎
錄
﹄
に
云
う
︑
小
兒
の
臂
の
如
く
︑
味
わ
い
甘
く

嫩
や
わ
ら

か

な
り(20

)
]︒
二
^
よ
り
五
^
に
至
り
︑
漸
よ
う
や

く
其
の
種
を
取
り
︑
淺
水
の
田
或
い
は
河
壖
の
沃
土
の
中
に
種
え
︑
臺
を
生
ず
れ
ば
則
ち
剖
き
て

之
を
取
る
︒
其
の
烏
䖇
は
用
う
る
に
堪
え
ず
︒
種
時
・
�
時
は
鐵
器
を
犯
す
こ
と
無
か
れ
︒
之
を
犯
せ
ば
臺
を
生
ぜ
ざ
る
な
り
︒

後
営
す
る
よ
う
に
︑
北
宋
～
南
宋
;
に
お
け
る
湖
の
占
據
者
た
ち
は
︑
淺
瀨
で
茭

(
葑
)
・
菱
・
荷
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る
︒
マ
コ
モ
は
實
の

利
用
に
お
い
て
は
栽
培
�
が
�
ま
な
か
っ
た
た
め
︑
栽
培
さ
れ
た
茭
と
い
う
の
は
︑
マ
コ
モ
ダ
ケ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
︑
ハ
ス
の
栽
培
に
つ
い
て
も
變
�
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ほ
と
ん
ど
の
農
書
は
ハ
ス

(
實
と
根
)
の
栽
培
に
つ
い
て
︑﹃
�

�
﹄
の
記
載
を
引
用
し
︑﹃
分
門
𤨏
碎
錄
﹄
も
例
外
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
�
目
す
べ
き
は
ハ
ス
栽
培
の
記
載
が
﹁
種
藝
︑
種・

花・

﹂
に
列
せ
ら

れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒﹃
𤨏
碎
錄
﹄
は
﹃
�
�
﹄
の
藕
・
蓮
子
の
記
載
を
引
用
し
た
後
︑﹁
蓮
の
菂み

を
以
て
靛
�
の
中
に
投
じ
︑
年
を
經
て
移
種

す
れ
ば
︑
碧
き
花
を
發ひ

ら

く
﹂
と
花
の
色
を
變
え
る
方
法
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
︒
こ
の
靑
い
蓮
花
の
記
載
は
︑
北
宋
・
孫
光
憲
﹃
北
夢
瑣
言
﹄

卷
十
︑
杜
孺
休
種
靑
蓮
花
に
す
で
に
見
え
︑
そ
こ
で
は
湖
州
の
染
戶
が
蓮
實
を
靛
瓮
の
底
に
#
し
て
お
き
︑
家
池
で
靑
い
蓮
花
を
Ë
か
せ
る
逸
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話
と
な
っ
て
い
る(21

)
︒﹃
�
�
﹄
は
序
�
に
お
い
て
︑﹁
花
草
の
液
︑
以
て
目
を
悅
ば
す
べ
き
も
︑
徒
に
春
花
あ
る
の
み
に
し
て
︑
秋
の
實
り
無

し
﹂
と
営
べ
︑
花
𠦄
は
Î
う
價
値
は
な
い
と
す
る
態
度
を
示
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
ハ
ス
に
つ
い
て
も
記
載
の
對
象
と
な
っ
た
の
は
食
用
可
能
な

實
と
根
の
栽
培
法
で
あ
っ
た
︒
2
代
以
影
盛
ん
に
な
る
花
𠦄
の
栽
培
は
︑
宋
代
に
は
よ
り
一
般
に
ま
で
�
e
し
て
い
く
︒
園
林
の
(
營
︑
花
𠦄

專
門
業
者
の
登
場
︑
關
聯
書
物
の
執
筆
な
ど
︑
花
そ
の
も
の
に
價
値
を
見
い
だ
す
社
會
の
動
き
が
︑
ハ
ス
に
對
す
る
�
識
の
變
�
を
生
じ
さ
せ

た
の
で
あ
る(22

)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
宋
代
に
お
い
て
品
種
が
增
加
し
栽
培
�
が
�
展
す
る
の
は
︑
水
生
�
物
が
自
家
Ï
費
に
止
ま
ら
ず
︑
商
品
と
し
て
も
栽
培

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
水
生
�
物
の
賣
買
に
關
す
る
記
載
は
︑
�
料
に
も
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
陸
游

は
﹃
入
蜀
記
﹄
卷
三
の
中
で
︑
長
江
を
Ð
で
:
り
安
P
省
蕪
湖
に
あ
る
天
門
山
附
8
に
さ
し
か
か
っ
た
際
の
光
景
と
し
て
︑﹁
水
滸
の
小
兒
︑

蔆
芡
蓮
藕
を
賣
る
者
甚
だ
衆
し
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
農
村
の
子
供
»
が
旅
人
相
手
に
賣
っ
て
い
る
の
は
︑
自
給
の
餘
剩
3
度
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
︒
一
方
︑
杭
州
や
蘇
州
な
ど
の
大
都
市
8
郊
で
は
︑
都
市
の
人
々
の
副
L
品
へ
の
需
�
に
應
え
る
べ
く
蔬
L
栽
培
が
發
»
し
た(23

)
︒
南

宋
・
吳
自
牧
﹃
夢
梁
錄
﹄
卷
一
八
︑
民
俗
は
杭
州
8
郊
で
產
出
さ
れ
る
水
生
�
物
に
つ
い
て
︑﹁
蓮
︑
湖
中
に
生
ず
る
者
は
綉
蓮
と
名
づ
く
︒

尤
も
佳
し
﹂︑﹁
藕
︑
西
湖
下
湖
︑
仁
和
䕶
安
村
・
舊
名
范
堰
に
Ñ
眼
な
る
者
を
產
す
︒
味
佳
し
﹂︑﹁
菱
︑
初
め
て
生
ず
る
嫩
な
る
者
は
沙
角
と

名
づ
く
︑
硬
き
者
は
餛
飩
と
名
づ
く
︒
湖
中
に
栗
子
樣
の
如
き
も
の
�
り
︑
古
塘
大
紅
菱
な
り
﹂︑﹁
(雞
頭

オ
ニ
バ
ス

)
錢
塘
梁
渚
︑
号
頭
︑
仁
和
藕
湖
︑

臨
�
湖
俱
に
產
す
︒
獨
り
西
湖
に
生
ず
る
者
は
佳
き
も
︑
却
て
產
多
か
ら
ず
︑
篩ザ

ル

も
て
粉
と
爲
す
べ
し
﹂
と
水
生
�
物
の
`
報
を
記
載
す
る
︒

都
市
部
に
暮
ら
す
Ï
費
者
た
ち
が
8
郊
で
生
產
さ
れ
る
商
品
の
良
し
惡
し
に
つ
い
て
︑
把
握
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
都
市
の
需
�
を
±
け
て
︑
大
規
模
に
水
生
�
物
を
栽
培
す
る
者
が
出
現
し
た
こ
と
も
︑
�
料
か
ら
は
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
そ
の
動
き
は
︑
と
く
に
南
宋
;
に
顯
著
と
な
る
︒
嘉
泰
﹃
會
稽
志
﹄
は
紹
興
府
山
陰
縣
梅
市
の
オ
ニ
バ
ス
栽
培
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
︒

今
︑
山
陰
梅
市
の
雞
頭
︑
�
も
盛
ん
な
り
︒
一
户
の
種
う
る
こ
と
十
八
里
に
e
ぶ
者
�
り
︒
然
る
に
亦
た
數
等
�
り
︒
小
白
皮
は
�
も
佳
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し
︑
大
白
皮
・
中
白
皮
は
其
の
皮
頗
る
堅
く
齧か

み
難
し
︒
黃
嫰
は
印
た
太
だ

輭
や
わ
ら
か

く
︑
皆
な
Ùお
よ

ば
ざ
る
な
り
︒
其
の
柄
も
印
た
葅
を
爲
す

べ
し
︑
甚
だ
美う

ま

し

(嘉
泰
﹃
會
稽
志
﹄
卷
一
七
︑
草
部
)
︒

山
陰
梅
市
で
は
一
戶
で
一
八
里
に
も
e
ぶ
オ
ニ
バ
ス
栽
培
を
手
が
け
る
者
が
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
栽
培
さ
れ
る
オ
ニ
バ
ス
は
︑
種
類
も
豐

富
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
栽
培
の
擴
大
は
︑
怨
た
な
問
題
を
引
き
n
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
水
生
�
物
の
繁
茂
に
よ
り
湖
水
面
が
減
少
し
︑

灌
漑
・
水
Ú
・
飮
料
水
の
不
足
を
招
い
た
の
で
あ
る
︒
�
料
に
は
︑
水
草
の
除
去
や
種
�
を
禁
じ
る
記
載
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る(24

)
︒
こ

の
よ
う
な
問
題
は
︑
南
宋
;
に
お
い
て
東
錢
湖
や
西
湖
な
ど
の
天
然
の
湖
で
發
生
し
て
い
た
︒
ま
ず
︑
鄞
縣
の
東
錢
湖
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
會

�
輯
稿
﹄
食
貨
八
︑
水
利
下
に
南
宋
・
乾
Û
五
年

(一
一
六
九
)
に
お
け
る
張
津
の
言
と
し
て
﹁
昨さ
き

に
豪
民
︑
湖
塘
の
淺
岸
に
於
い
て
︑
漸
¸

し
だ
い

に
ß
占
し
︑
茭
荷
を
種
�
す
る
に
因
り
て
︑
湖
水
を
障
塞
す
﹂
と
あ
り
︑
豪
民
に
よ
る
湖
面
の
占
據
が
原
因
で
︑
湖
が
淤
塞
さ
れ
つ
つ
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
à
.
は
︑
東
錢
湖
を
灌
漑
水
源
と
す
る
*
地
に
も
e
ん
だ
︒

鄞
・
定
海
七
鄉
の
田
︑
其
の
灌
溉
に
9
す
る
も
︑
茭
葑
蒓
蒲
荷
芡
滋
蔓
し
除
か
ざ
れ
ば
︑
湖
輒
ち
堙
ま
る
︒
淳
熙
四
年
︑
皇
子
魏
王
州
に

鎭
し
︑
U
に
â
い
て
大
い
に
之
を
浚
う

(寶
慶
﹃
四
�
志
﹄
卷
一
二
)
︒

同
樣
の
事
態
は
臨
安
の
西
湖
で
も
發
生
し
て
い
た
︒
乾
Û
五
年
の
周
淙
の
上
奏
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

�
力
の
家
︑
印
復
た
湖
面
を
â
佃
し
︑
轉
じ
て
人
戶
を
し
て
租
賃
し
︑
茭
菱
を
栽
種
せ
し
む
︒
ß
占
に
因
緣
て
︑
隄
岸
を
增
叠
し
︑
日

益
々
填
塞
す
︒
深
慮
す
る
に
︑
歲
久
し
く
し
て
西
湖
�

い
よ
い

よ
狹
く
︑
水
源
�
ぜ
ざ
ら
ん

(
咸
淳
﹃
臨
安
志
﹄
卷
三
二
︑
山
川
・
西
湖
)
︒

東
錢
湖
や
西
湖
に
お
い
て
︑
豪
民
が
湖
面
を
占
據
し
て
水
生
�
物
の
栽
培
を
行
っ
て
い
る
の
は
︑
ハ
ス
・
ヒ
シ
・
マ
コ
モ
な
ど
に
商
品
價
値
が

あ
り
栽
培
に
利
益
が
å
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
廣
範
圍
に
存
在
し
た
湖
沼
は
︑
宋
代
を
�
じ
て
灌
漑
・
水
Ú
・
飮
料
水
・
魚
鳥
の
棲
息
・
水
草
繁

茂
・
田
地
等
々
︑
多
方
面
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
南
宋
;
に
大
土
地
$
�
の
矛
先
が
湖
水
面
に
も
向
か
う
よ
う
に
な
る

と
︑
各
々
の
利
益
が
抵
觸
し
æ
擦
が
發
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た(25

)
︒
水
草
繁
茂
の
問
題
は
︑
宋
代
の
長
江
下
液
域
に
お
け
る
人
口
ç
增
︑
都

市
の
發
展
︑
都
市
民
の
嗜
好
變
�
に
よ
る
水
生
�
物
へ
の
需
�
に
よ
っ
て
引
き
n
こ
さ
れ
た
社
會


問
題
な
の
で
あ
る
︒

― 52 ―

570



(3
)
�
淸
時
代

�
代
に
な
る
と
︑
地
域
に
密
着
し
た
農
業
技
�
を
記
し
た
農
書
が
多
く
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
︒﹃
r
民
圖
纂
﹄
は
蘇
州
府
吳
縣
の
知
縣
・

鄺
璠
に
よ
り
弘
治
一
五
年

(一
五
〇
二
)
に
刊
刻
さ
れ
た
も
の
で
︑
農
業
技
�
の
知
識
の
他
に
醫
藥
の
民
閒
處
方
や
占
卜
等
を
も
內
ß
す
る
民

閒
日
用
類
書
の
形
式
を
備
え
た
一
書
で
あ
る
︒
t
纂
者
を
鄺
璠
と
す
る
こ
と
に
衣
論
も
あ
る
が(26

)
︑
そ
の
記
載
內
容
︑
少
な
く
と
も
農
業
の
部
分

に
關
し
て
は
技
�
や
栽
培
品
目
︑
Û
具
・
作
業
の
呼
稱
に
つ
い
て
蘇
州
や
松
江
等
の
太
湖
東
岸
地
區
の
特
!
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹃
r
民
圖
纂
﹄
卷
四
︑
樹
藝
類
上
・
種
諸
果
花
木
に
は
レ
ン
コ
ン
・
ヒ
シ
・
オ
ニ
バ
ス
・
ク
ワ
イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
等
の

水
生
�
物
の
記
載
が
あ
り
︑
E
時
代
と
は
衣
な
る
栽
培
法
を
確
¦
す
る
こ
と
が
で
き
る

(從
來
の
農
書
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
記
載
は
破
線
で
示
し
た
)
︒

(a
)
藕
︑
二
^
の
閒
︑
帶
泥
の
小
藕
を
取
り
て
︑
池
塘
・
淺
水
中
に
種
う
︒
深
水
に
宜
し
か
ら
ず
︒
茂
盛
す
る
を
待
ち
て
︑
深
く
す
る

も
亦
た
妨
げ
ず
︒
或
い
は
糞
或
い
は
豆
餠
に
て
之
を
壅
せ
ば
則
ち
盛 さ

か

る
︒

(b
)
菱
︑
重
陽
の
後
︑
老
菱
角
を
收
め
︑
籃
を
用
っ
て
盛
り
河
水
の
內
に
#
し
︑
二
︑
三
^
に
發
芽
す
る
を
待
つ
︒
水
の
深
淺
に
隨
い
︑

ê
三
︑
四
尺
許
に
長
ず
︒
竹
一
根
を
用
っ
て
︑
火
�
口
樣
に
\
作
し
︑
老
菱
を
箝
)

は

さ

み
︑
水
底
に
揷
入
す
︒
若
し
糞
を
澆
ぐ
と
き
は
︑
大

竹
を
用
っ
て
	
を
打
�
し
て
之
に
�
ぐ
︒

(c
)
鷄
頭
︑
一
に
m
實
と
名
づ
く
︒
秋
閒
熟
す
る
時
︑
老
子
を
收
取
し
︑
蒲
ß
を
以
て
之
を
ß
み
︑
水
中
に
#
す
︒
三
^
の
閒
に
︑
淺

水
內
に
撒
き
︑
葉
の
水
面
に
"
く
を
待
ち
て
︑
深
水
に
移
栽
す
︒
科
ご
と
に
五
尺
許
離
す
︒
先
ず
í
餠
或
い
は
豆
餠
を
以
て
河
泥
に
拌
匀

し
︑
種
時
︑
蘆
を
以
て
根
處
に
插
記
す
︒
十
餘
日
の
後
︑
科
ご
と
に
河
泥
三
︑
四
碗
を
用
っ
て
之
を
壅
す
︒

(d
)
茡

薺

オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ

︑
正
^
に
種
を
留
む
︒
種
は
大
に
し
て
正
な
る
者
を
取
る
︒
芽
の
生
ず
る
を
待
ち
︑
泥
缸
內
に
埋
む
︒
二
︑
三
^
の
閒
︑

復
た
水
田
中
に
移
す
︒
茂
盛
す
る
に
至
り
て
︑
小
暑
の
E
に
於
い
て
分
種
す
︒
科
ご
と
に
五
尺
許
離
す
︒
冬
至
の
E
後
に
之
を
n
す
︒

耘
・
摥
は
種
稻
と
同
じ
く
す
︒
豆
餠
或
い
は
糞
も
て
皆
な
之
を
塞
ぐ
べ
し
︒
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(e
)
m
菰

ク
ワ
イ

︑
臘
^
の
閒
︑
嫰
芽
を
折
取
し
︑
水
田
に
插
す
︒
來
年
四
︑
五
^
︑
插
秧
法
の
如
く
之
を
種
う
︒
科
ご
と
に
尺
四
︑
五
許
離

す
︒
田
は
�
も
肥
ゆ
る
に
宜
し
︒

吳
縣
一
帶
で
は
水
生
�
物
の
栽
培
が
と
り
わ
け
盛
ん
で
あ
っ
た
︒﹃
r
民
圖
纂
﹄
で
は
︑
苗
の
移
�
︑
糞
肥
や
餠

(=

油
粕
)
の
施
肥
︑
耘

(=

手
に
よ
る
除
草
)
摥

(=

農
具
に
よ
る
除
草
中
*
)
等
︑
勞
力
と
經
費
を
投
入
す
る
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
の
農
書
が
引
用
し
て
き
た

﹃
�
�
﹄
の
栽
培
法
は
︑
例
え
ば
ヒ
シ
や
オ
ニ
バ
ス
で
あ
れ
ば
﹁
⁝
⁝
取
子
︑
散
着
池
中
︑
自
生
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
取
り
置
い
た
種
子
を

池
に
撒
布
す
る
だ
け
の
至
っ
て
鯵
單
な
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
r
民
圖
纂
﹄
の
記
営
を
見
る
と
︑
一
六
世
紀
初
頭
の
蘇
州
で
は
集
ê


な
水
生
�

物
の
栽
培
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
オ
モ
ダ
カ
科
の
ク
ワ
イ
と
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
は
濕
地
に
自
生
す
る
も
の
や
︑

水
田
の
雜
草
と
し
て
生
じ
る
も
の
を
人
々
が
�
取
し
食
用
と
し
て
き
た
長
い
歷
�
を
も
つ
が
︑
�
代
以
影
︑
栽
培
に
關
す
る
記
営
を
確
¦
で
き

る
よ
う
に
な
る
﹇
表
一
﹈︒
李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
﹄
卷
三
三
︑
果
部
は
︑
ク
ワ
イ
に
つ
い
て
﹁
慈
姑
︑
淺
水
中
に
生
じ
︑
人
も
亦
た
之
を
種
う
﹂

と
営
べ
る
︒
ま
た
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
に
つ
い
て
は
︑
野
生
と
栽
培
の
別
に
つ
い
て
営
べ
た
上
で
︑﹁
吳
人
は
沃
田
を
以
て
之
を
種
う
﹂
と
営
べ

て
い
る
︒
E
営
の
﹃
r
民
圖
纂
﹄
の
栽
培
法
を
見
て
も
︑
水
田
に
お
い
て
稻
と
同
樣
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
か
な
り
力
を
入
れ
て
栽
培

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

ク
ワ
イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
同
樣
に
︑
�
代
に
入
り
栽
培
が
展
開
す
る
水
生
�
物
に
水
芋
が
あ
る
︒
芋

(
サ
ト
イ
モ
)
は
古
く
か
ら
民
閒
で

食
用
さ
れ
て
き
た
蔬
L
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
�
料
上
︑
�
代
後
�
の
長
江
下
液
で
は
旱
芋

(
畑
で
栽
培
さ
れ
も
の
)
と
水
芋

(
濕
地
帶
や
水
田
で

栽
培
さ
れ
る
も
の
)
に
二
分
類
す
る
動
き
を
確
¦
で
き
る
︒
�
野
部
で
は
と
く
に
水
芋
が
栽
培
さ
れ
た(27

)
︒
松
江
府
華
亭
縣
の
宋
詡
が
弘
治
甲
子

(一
五
〇
四
年
)
に
記
し
た
﹃
宋
氏
樹
畜
部
﹄
に
は
水
芋
の
栽
培
法
が
記
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
﹁
候
成
れ
ば
則
ち
水
田
に
移
蒔
す
︒
芝
蔴
莘
等

を
用
い
て
之
を
膏
す
﹂
と
︑
芽
出
し
さ
せ
て
お
い
た
水
芋
を
水
田
に
移
�
し
︑
ゴ
マ
の
油
粕
を
下
し
て
い
る
︒
ま
た
淸
﹃
廣
羣
芳
�
﹄
卷
一
六
︑

蔬
�
に
は
︑
一
畝
に
二
一
六
〇
株
を
栽
培
す
る
と
い
う
記
営
も
あ
り
︑
閒
作
や
混
作
で
は
な
い
水
田
一
面
で
の
水
芋
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

張
履
祥
﹃
補
農
書
﹄
に
は
�
末
～
淸
初
に
お
け
る
湖
州
・
嘉
興
府
一
帶
の
農
業
の
實
際
が
記
さ
れ
る
が
︑
一
三
段
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
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て
い
る
︒

種
芋
⁝
⁝
種
う
る
こ
と
地
Ø
に
在
れ
ば
則
ち
肥
を
省
く
︑
但
だ
旱
歲
は
能
く
長
ぜ
ず
︑
印
た
螬
生
じ
易
し
︒
湖
州
俱
な
地
上
に
種
う
れ
ば
︑

名
づ
け
て
旱
芋
と
爲
す
︑
ú
低
な
る
が
爲
の
故
な
り
︒
今
�
ば
地
に
在
り
︑
�
ば
田
に
在
り
︒
先
ず
地
よ
り
食
し
︑
後
に
田
を
食
す
る
を

以
て
せ
ば
︑
秋
・
冬
均
し
く
匱
乏
せ
ず
︒
旱
芋
︑
種
は
廣
德
に
出
づ
︒
淸
�
の
時
︑
彼
處
よ
り
湖
に
排
賣
す
︒
水
芋
の
若
き
は
︑
斷
じ
て

地
上
に
種
う
べ
か
ら
ず
︒
上
︑
芋
艿
を
種
う
一
則

(﹃
補
農
書
﹄
一
三
段
)
︒

こ
こ
で
張
履
祥
が
営
べ
る
の
は
︑
湖
州
で
栽
培
さ
れ
る
サ
ト
イ
モ
の
種
類
の
變
�
で
あ
る
︒
か
つ
て
湖
州
で
は
サ
ト
イ
モ
と
い
え
ば
︑
畑
に
�

え
る
旱
芋
し
か
な
か
っ
た
が
︑
今
で
は
水
田
で
も
水
芋
を
栽
培
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う(28

)
︒
收
穫
時
;
の
û
う
旱
芋
と
水

芋
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
﹁
均
し
く
匱
乏
せ
ず
﹂
と
営
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
家
Ï
費
用
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
地
Ø

(=

*

地
の
排
水
Ø
)
で
の
栽
培
に
も
言
e
さ
れ
て
い
る
︒

六
U
以
影
︑
記
載
が
減
少
し
た
ジ
ュ
ン
サ
イ
に
つ
い
て
は
︑
古
か
ら
華
亭
縣
が
產
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
宋
代
に
な
る
と
湘
湖
で
の

栽
培
が
盛
ん
な
樣
子
が
記
錄
さ
れ
る
よ
う
に
な
る(29

)
︒
さ
ら
に
�
・
袁
宏
Û
﹃
湘
湖
記
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

蕭
山
の
櫻
桃
・
鷙
鳥
・
R
L
は
皆
な
名
を
知
る
も
︑
而
る
に
R
は
尤
も
美
し
︒
R
︑
西
湖
よ
り
�
り
て
︑
湘
湖
に
#
す
こ
と
一
宿
な
れ
ば
︑

然
る
後
に
佳
し
︒
若
し
他
湖
に
#
せ
ば
︑
r
ち
味
無
し
︒
#
處
も
亦
た
多
地
無
く
︑
方
圓
è
か
に
數
十
丈
許
を
得
︒

�
・
陳
繼
儒
﹃
偃
曝
談
餘
﹄
は
﹁
吾
が
ú

(松
江
府
華
亭
縣
)
の
泖
湖
・
金
澤
寺
の
旁
に
R
多
し
︑
鎦
孟
煕
云
う
︑
永
興
・
湘
湖
の
R
L
は
︑

三
^
に
盡
く
采
り
て
賣
り
︑
秋
に
至
れ
ば
則
ち
人
の
采
る
無
し
﹂
と
営
べ
︑
湘
湖
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
栽
培
が
完
F
に
商
業
目


で
あ
っ
た
と
�
記

す
る
︒
湘
湖
產
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
︑
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
た
︒

以
上
︑
�
代
に
は
水
生
�
物
の
商
品
�
の
動
き
が
顯
著
に
な
り
︑
集
ê


な
栽
培
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
︑
ま
た
︑
怨
た
に
ク
ワ

イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
・
水
芋
な
ど
が
水
田
や
淺
水
域
で
積
極


に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
¦
し
た
︒
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三
．
栽
培
�
の
背
景

こ
こ
ま
で
水
生
�
物
が
栽
培
�
さ
れ
る
�
3
︑
栽
培
技
�
の
變
�
な
ど
を
�
�


に
槪
觀
し
た
︒
つ
ぎ
に
︑
水
生
�
物
の
栽
培
�
が
促
さ
れ

た
�
因
を
水
利
開
發
と
食
利
用
の
側
面
か
ら
檢
討
す
る
︒

(1
)
水
利
開
發
の
側
面

長
江
下
液
�
原
部
の
水
利
開
發
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
陳
橋
驛
︑
斯
波
義
信
が
開
發
空
閒
の
推
移
を
�
�


に
論
じ
て
い
る
︒
そ
れ
を
鯵
«

に
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
水
利
技
�
が
未
熟
な
時
代
︑
開
發
の
據
點
は
灌
排
水
の
安
定
し
た
山
閒
の
盆
地
・
河
谷
�
原
に
置
か
れ
て
い
た
が
︑
技

�
の
發
展
と
と
も
に
山
麓
部
の
ý
狀
地
へ
移
り
︑
�
þ


に
は
臨
海
の
デ
ル
タ
氾
濫
原

(
或
い
は
太
湖
沿
岸
の
濕
地
帶
)
へ
と
段
階


に
推
移
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る(30

)
︒
以
下
︑
兩
氏
の
發
展
モ
デ
ル
に
依
據
し
つ
つ
︑
長
江
下
液
域
に
お
け
る
水
利
開
發
の
�
展
に
と
も
な
う
水
邊
の
�
境

變
�
に
よ
っ
て
︑
人
々
と
水
生
�
物
と
の
關
わ
り
に
ど
の
よ
う
な
變
�
が
生
じ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
︑
早
;
の
水
利
開
發
は
山

麓
に
貯
水
湖
を
作
り
︑
山
水
の
奔
液
が
下
液
域
に
.
を
e
ぼ
す
の
を
囘
�
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
貯
水
地
は
︑
灌
漑
に
も
利

用
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
初
;
の
水
利
施
設
と
し
て
は
後
漢
時
代
の
鑑
湖
や
南
湖
︑
さ
ら
に
六
U
;
の
練
湖
・
赤
湖
・
廣
德
湖

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
れ
ら
の
貯
水
湖
も
ま
た
水
生
�
物
が
繁
茂
す
る
場
と
な
っ
た(31

)
︒
以
上
の
大
型
貯
水
湖
の
円
設
は
︑
公
權
力

(地
方
長
官
)
の
�
7
で
行
わ
れ
た
た
め
︑
�
料
上
に
は
事
業
を
賞
贊
す
る
記
錄
が
殘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
實
際
は
︑
大
規
模
な
水
利

事
業
は
開
發
據
點
形
成
を
目


と
し
た
局
地


な
も
の
で
︑
長
江
下
液
�
原
部
に
は
天
然
の
湖
や
沼
澤
が
廣
が
り
︑
そ
こ
で
は
季
	
に
應
じ
て

水
深
が
變
�
し
︑
多
く
の
水
生
�
物
が
繁
茂
す
る
�
境
が
形
成
さ
れ
て
い
た
︒
ジ
ュ
ン
サ
イ
の
自
生
に
%
し
た
淸
水
の
淺
瀨
や
︑
マ
コ
モ
が
群

叢
す
る
水
際
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
E
営
の
マ
コ
モ
を
日
常


に
食
べ
る
會
稽
の
|
翱
母
子
の
よ
う
な
人
々
の
存
在
︑
或
い

は
そ
の
よ
う
な
行
爲
が
孝
と
し
て
賞
贊
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
手
つ
か
ず
の
低
濕
�
境
が
あ
っ
た
︒

― 56 ―

574



六
U
;
に
は
低
濕
地
を
干
拓
し
*
地
�
す
る
湖
田
の
(
成
計
劃
が
始
ま
る
︒
三
國
吳
の
時
に
丹
楊
の
低
濕
地
帶
で
試
み
ら
れ
た
甫
里
塘
の
円

設
な
ど
は
莫
大
な
經
費
を
費
や
し
た
上
に
︑
多
く
の
死
者
を
出
し
困
難
を
極
め
た
が
︑
湖
田
は
2
代
ま
で
に
は
一
般


な
存
在
形
態
と
な
っ
て

い
っ
た(

32
)

︒
湖
田
形
成
に
よ
り
︑
低
濕
地
へ
と
人
閒
が
足
を
踏
み
入
れ
る
機
會
が
益
し
︑
2
代
に
は
湖
沼
を
利
用
し
た
水
生
�
物
の
栽
培
が
�
展

す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
2
末
五
代
以
影
︑
低
濕
地
の
開
發
は
怨
た
な
段
階
を
�
え
る
︒
圍
田
圩
田
円
設
に
よ
る
*
地
�
が
�
展
す
る
一
方
で
︑

そ
の
對
象
と
な
ら
な
か
っ
た
湖
沼
や
︑
*
地
�
が
困
難
な
ほ
ど
の
排
水
不
良
の
窪
地
・
低
地
に
お
い
て
水
生
�
物
の
栽
培
が
廣
く
行
わ
れ
た
︒

杭
州
や
蘇
州
な
ど
の
大
都
市
8
郊
で
栽
培
さ
れ
る
水
生
�
物
は
︑
都
市
)
民
の
副
L
と
し
て
商
品
�
さ
れ
︑﹁
澤
果
﹂﹁
澤
蔬
﹂
と
し
て
の
地
位

が
確
立
す
る
の
で
あ
る(33

)
︒

(2
)
水
生
�
物
栽
培
の
二
つ
の
側
面

長
江
下
液
域
に
お
け
る
水
生
�
物
の
栽
培
は
︑
宋
代
に
本
格
�
し
�
代
に
至
り
よ
り
大
規
模
に
行
わ
れ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
栽
培
�
の
液
れ

は
二
つ
の
方
向
に
展
開
す
る
︒
一
つ
は
︑
湖
水
面
や
水
田
一
面
で
水
生
�
物
を
栽
培
し
︑
勞
力
・
經
費
を
か
け
た
﹁
集
ê


な
栽
培
﹂︒
も
う

一
つ
は
︑
水
利
事
業
か
ら
取
り
殘
さ
れ
た
低
濕
地
空
閒
を
�
效
利
用
す
る
﹁
閒
*
地
で
の
栽
培
﹂
で
あ
る(34

)
︒

ま
ず
︑
E
者
に
つ
い
て
は
︑
宋
代
に
社
會
問
題
に
も
な
っ
た
豪
民
の
湖
水
面
占
據
に
よ
る
水
生
�
物
の
栽
培
︑
南
宋
;
の
山
陰
縣
に
お
い
て

一
戶
が
經
營
す
る
一
八
里
に
e
ぶ
オ
ニ
バ
ス
栽
培
︑
湘
湖
の
ジ
ュ
ン
サ
イ
栽
培
︑
そ
し
て
蘇
州
に
お
い
て
水
田
一
面
に
集
ê


に
栽
培
さ
れ
る

ク
ワ
イ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
︑
あ
る
い
は
湖
州
の
水
芋
栽
培
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
灌
漑
用
水
や
飮
料
水
の
供
給
源
と
な
る
湖
や
︑

稻
作
の
栽
培
地
と
し
て
も
十
分
�
益
な
﹁
沃
田
﹂
に
お
い
て
敢
え
て
水
生
�
物
を
栽
培
す
る
の
は
︑
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
商
品
價
値
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
動
き
は
︑
宋
代
以
影
に
は
じ
ま
り
︑
�
代
に
加
�
す
る
長
江
下
液
の
商
業


農
業
と
深
く
關
わ
っ
て
い
る
︒

二
點
目
の
閒
*
地
に
お
け
る
栽
培
と
は
︑
と
も
す
れ
ば
荒
廢
地
と
し
て
打
ち
�
て
ら
れ
が
ち
な
排
水
不
良
の
低
濕
空
閒
を
�
效
利
用
す
る
た

め
の
栽
培
で
あ
る
︒
宋
代
以
影
︑
塘
路
や
圍
田
圩
田
の
(
營
に
よ
り
低
濕
地
で
の
開
發
が
本
格
�
す
る
が
︑
そ
の
開
發
�
3
に
お
い
て
は
︑
地
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形


�
因
に
よ
り
開
發
に
は
%
さ
な
か
っ
た
濕
地
や
︑
技
�


限
界
に
よ
り
開
發
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
低
地
や
窪
地
が
出
現
す
る
︒
そ

の
よ
う
な
低
濕
空
閒
の
一
つ
が
﹁
蕩
﹂
で
あ
る
︒
蕩
は
水
は
け
の
惡
い
窪
地
を
指
す
語
で
︑
宋
代
以
影
の
長
江
下
液
に
お
い
て
怨
た
に
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
蕩
は
︑
�
々
に
し
て
水
生
�
物
の
栽
培
や
養
魚
︑
ま
た
牛
や
馬
を
放
牧
し
て
茭
草

(マ
コ
モ
の
葉
)
を
食

べ
さ
せ
る
放
牧
地
と
し
て
活
用
さ
れ
た
︒
南
宋
・
楊
萬
里
﹁
�
臨
�
蓮
蕩
四
首
﹂
に
は
季
	


に
出
現
す
る
蕩
の
狀
況
が
以
下
の
よ
う
に
描
寫

さ
れ
て
い
る
︒

U
に
來
り
て
藕
を
�
り
夕
に
來
り
て
漁
す

水
に
菱
荷
を
種
え
岸
に
蘆
を
種
う

�
く
浪
落
つ
る
時
分
れ
て
蕩
を
作
り

怨
液
漲
り
て
後
合
さ
り
て
湖
と
成
る

こ
の
詩
は
臨
�
の
蓮
蕩
の
景
觀
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
減
水
;
に
︑
�
後
ま
で
水
が
ひ
か
な
い
窪
地
︑
す
な
わ
ち
蕩
と
︑
そ
こ
で
水
生
作
物

が
栽
培
さ
れ
る
狀
況
が
實
に
分
か
り
や
す
く
描
寫
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
蕩
は
︑
長
江
下
液
各
地
に
點
在
し
て
い
た
︒
例
え
ば
太
湖
東
南

の
三
泖
地
區
は
︑
太
湖
周
邊
で
�
も
土
地
が
低
く
︑
太
湖
か
ら
�
れ
た
水
が
集
積
し
て
大
沼
澤
地
を
形
成
し
て
い
た
︒
宋
代
以
影
は
︑
圍
田
開

墾
が
�
行
す
る
が
︑
そ
れ
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
沼
澤
地
に
は
無
數
の
蕩
が
分
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た(35

)
︒
ま
た
︑
圩
田
の
內
部
に
存
在
す
る
蕩
も

あ
っ
た
︒
江
寧
府
高
淳
縣
の
固
城
湖
西
岸
の
低
地
帶
に
は
︑
永
豐
圩

(北
宋
;
創
円
)
や
相
國
圩

(傳
・
春
秋
;
創
円
)
が
円
設
さ
れ
*
地
�
が

計
ら
れ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
相
國
圩
の
中
に
は
鍋
底
蕩
と
呼
ば
れ
る
︑﹁
形
は
鍋
底
の
如
く
︑
其
の
中
の
田
は
皆
な
低
潦
﹂
な
窪
地
が
存
在
し
て

い
る(

36
)

︒
相
國
圩
や
永
豐
圩
の
よ
う
な
巨
大
圩
の
內
部
が
﹁
す
っ
ぽ
拔
け
﹂
の
不
完
F
な
も
の
で
︑
中
に
水
生
�
物
が
育
つ
窪
地
が
存
在
し
た
こ

と
は
一
九
七
九
年
の
江
南
デ
ル
タ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(37

)
︑
鍋
底
蕩
の
記
載
は
︑
乾
田
�
を
目
指
し
た
水
利
事
業
の
不
完

F
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
低
潦
の
田
﹂
は
各
地
に
存
在
し
た
︒

�
代
に
至
る
と
︑
精
緻
に
水
路
を
開
鑿
し
こ
の
よ
う
な
排
水
不
良
の
濕
地
を
餘
さ
ず
*
地
�
す
る
分
圩
の
動
き
が
生
じ
る
︒
分
圩
を
め
ぐ
る

�
代
農
村
の
社
會
の
Y
(
に
つ
い
て
網
羅


な
硏
究
を
行
っ
た
濱
島
敦
俊
に
よ
れ
ば
︑
分
圩
と
は
圩
田
(
營
に
%
し
た
未
開
の
低
濕
地
が
�
代

中
;
に
な
り
減
少
・
Ï
滅
す
る
こ
と
に
å
い
n
こ
っ
た
土
地
の
高
度
利
用
を
目
指
し
た
動
き
で
︑
一
五
世
紀
中
葉
・
蘇
州
に
始
ま
り
一
七
世
紀
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前
半
・
靑
浦
に
お
い
て
þ
了
す
る
と
い
う(38

)
︒
上
記
し
た
�
代
に
お
け
る
水
生
�
物
栽
培
の
�
展
時
;
は
︑
ち
ょ
う
ど
濱
島
の
指
摘
す
る
分
圩
活

動
が
�
行
す
る
時
;
に
重
な
る
の
で
あ
る
︒
土
地
を
�
效
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
閒
の
�
識
は
︑
水
邊
の
側
に
も
向
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
︒
分
圩
の
þ
了
か
ら
一
世
紀
餘
經
た
淸
・
Û
光
年
閒
に
蘇
州
府
吳
縣
の
奚
	
に
よ
り
記
さ
れ
た
﹃
*
心
農
話
﹄
で
は
︑
地
勢
が
低
い
場

$
に
あ
る
水
田
を
低
田
・
澤
田
さ
ら
に
河
蕩
に
分
け
︑
各
々
を
�
效
利
用
す
る
方
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︒

低
田
の
早
秔
は
隴
背
に
種
え
︑
再さ

ら

に
畎
土
を
以
て
之
を
培
え
ば
則
ち
日
々

漸
よ
う
や

く
壟
は
高
ま
り
︑
水
旱
に
患
う
る
こ
と
な
か
る
べ
し
︒
其

の
畎
の
晚
稻
を
補
種
す
べ
き
者
︑
則
ち
之
を
補
種
す
︑
如
し
畎
深
く
積
水
�
多
に
し
て
︑
晚
稻
を
補
種
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
︑
春
に
在

り
て
水
芋
・
慈
姑
を
種
え
︑
夏
に
茭
白
・
地
栗
の
類
を
種
う
⁝
⁝
印
︑
至
っ
て
低
き
者
︑
之
を
澤
田
と
謂
う
︒
常
に
積
水
�
か
ず
︒
水
產

の
屬
︑
以
e

お

よ

び
席
艸
・
灯
草
を
種
う
べ
し
︒
或
い
は
深
き
こ
と
河
蕩
の
如
き
者
︑
則
ち
菱
芡
蓮
藕
の
諸
品
を
種
う
︒
或
い
は
魚
を
養
蓄
せ

る
池
と
な
す
︒
且
つ
田
閒
に
蓄
洩
せ
る
の
水
渠
と
爲
す
べ
し
︒

上
記
は
奚
	
が
﹁
分
行
閒
種
法
﹂
と
名
づ
け
る
農
法
で
︑
低
田
に
お
い
て
は
高
く
盛
り
上
げ
た
隴
背

(=

う
ね
)
に
早
秔
を
�
え
︑
ま
た
旁
ら

の
排
水
用
の
畎

(=

み
ぞ
)
に
は
︑
晚
稻
を
補
栽
し
て
土
地
を
�
效


に
利
用
す
る
こ
と
が
推
奬
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
畎
に
水
が
溜
ま
っ
て

晚
稻
に
%
さ
な
い
場
合
は
︑
水
芋
・
ク
ワ
イ
・
マ
コ
モ
ダ
ケ
・
オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ
な
ど
の
水
生
�
物
を
栽
培
す
る
こ
と
や
︑
さ
ら
に
排
水
不
良

の
澤
田
や
︑
水
深
が
深
い
河
蕩
の
場
合
は
︑
各
々
に
應
じ
た
�
物
を
�
ん
で
栽
培
し
︑
收
穫
を
得
る
べ
き
だ
と
営
べ
ら
れ
る
︒
奚
	
が
提
唱
す

る
の
は
究
極
の
低
濕
地
利
用
法
で
あ
る
︒
分
行
閒
種
法
は
︑
あ
く
ま
で
奚
	
に
よ
る
提
言
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
農
法
が
ど
こ
ま
で
現
實
性
を

帶
び
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
E
営
の
﹃
r
民
圖
纂
﹄
に
見
た
よ
う
に
︑
一
六
世
紀
の
時
點
で
蘇
州
で
は
︑
集
ê


な
栽
培
法

が
�
展
し
て
い
た
︒
水
深
に
應
じ
た
水
生
�
物
の
�
擇
と
栽
培
に
つ
い
て
は
︑
淸
・
Û
光
年
閒
の
吳
縣
で
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
o

當
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
畎
は
E
営
の
﹃
補
農
書
﹄
に
お
い
て

(水
)
芋
栽
培
が
指
摘
さ
れ
る
﹁
地
Ø
﹂
に
相
當
す
る
︒

�
代
に
蕩
や
低
田
・
澤
田
な
ど
の
排
水
不
良
の
土
地
に
お
い
て
水
生
�
物
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る
�
因
の
一
つ
と
し
て
︑
稅
の
問
題
も
ふ
ま

え
る
必
�
が
あ
る
︒
�
代
の
長
江
下
液
地
域
で
は
︑
山
・
地
・
田
・
蕩

(塘
)
の
地
目
に
分
け
て
︑
各
々
繁
雜
な
稅
科
が
課
さ
れ
て
い
た
︒
課
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稅
�
擔
額
が
も
っ
と
も
重
い
の
は
水
稻
田
で
︑
蕩
の
そ
れ
は
田
よ
り
も
輕
か
っ
た
︒
森
正
夫
は
�
末
の
蘇
州
府
吳
縣
に
お
い
て
萬
曆
一
七
年
に

作
成
さ
れ
た
﹃
經
賦
册
﹄
$
載
﹁
田
糧
斗
則
﹂
の
分
析
を
行
い
︑
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
﹁
實
在
官
民
田
地
山
蕩
﹂
七
一
四
一
頃
二
九
餘
畝
の
土

地
が
稅
糧
!
稅
�

(田
糧
斗
則
)
に
應
じ
て
二
二
種
の
地
目
に
區
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
う
ち
﹁
地
・
山
・
蕩
な
ど
︑
正
常

な
稻
穀
產
出
量
を
も
た
な
い
と
¦
め
ら
れ
︑
從
っ
て
そ
の
殆
ど
が
輕
!
な
!
收
�
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
﹂
地
目
は
一
八
種
に
e
ん
で
い
る(39

)
︒
蕩

で
栽
培
さ
れ
る
ハ
ス
・
オ
ニ
バ
ス
・
ヒ
シ
な
ど
に
對
す
る
稅
�
も
︑
こ
の
輕
!
な
一
八
種
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
樣
の
狀
況

は
︑﹃
補
農
書
﹄
の
著
者
・
張
履
祥
が
︑
甲
申

(一
六
四
四
年
)
以
後
に
︑
太
湖
南
岸
の
湖
州
歸
安
縣
の
狀
況
に
つ
い
て
営
べ
た
以
下
の
記
載
か

ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

湖
州
は
稅
額
不
均
の
府
な
り
︑
歸
安
は
甚
し
き
を
爲
す
︒
歸
安
の
田
爲
る
者
は
卑
下
に
し
て
︑
歲
ご
と
に
水
に
患
い
︑
十
年
の
*
︑
五
年

の
穫
を
得
ず
︑
而
し
て
稅
は
�
も
重
し
︒
其
の
地
の
桑
蠶
の
息
は
既
に
田
に
倍
す
︑
印
た
歲
ご
と
に
登
り
稅
は
¸
い
で
輕
し
︒
其
の
蕩
の

上
な
る
者
は
種
魚
︑
¸
者
は
菱
噂
の
屬
︑
利
は
k
ほ
田
を
�
ゆ
る
も
︑
而
る
に
稅
は
益
す
輕
し
⁝
⁝
是
を
以
て
豪
民
蕩
と
地
を
占
し
︑
�

民
田
を
墾
し
其
の
勢
は
已
に
荏
う
る
こ
と
能
わ
ず
︒
甚
し
き
者
︑
奸
民
は
田
を
以
て
地
と
爲
し
山
と
爲
し
蕩
と
爲
し
︑
而
し
て
重
を
�
れ

輕
き
を
得
︑
愚
民
は
地
を
以
て
山
を
以
て
蕩
を
以
て
田
と
爲
し
︑
而
し
て
輕
き
を
失
い
重
き
を
得

(張
履
詳
﹁
書
改
田
碑
後
甲
申
後

﹂﹃
楊
園
先

生
F
集
﹄
卷
二
十
)
︒

稻
田
に
對
す
る
重
稅
は
︑
�
擔
の
低
い
蕩
を
利
用
し
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
動
き
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
な
か
で
も
張
履
祥
が

﹁
奸
民
﹂
と
批
�
す
る
豪
民
た
ち
は
︑
蕩
で
の
養
魚
や
菱
栽
培
を
大
規
模
に
展
開
し
て
い
る
︒
一
方
︑
�
�
な
稻
作
を
强
い
ら
れ
た
﹁
愚
民
﹂

た
ち
は
︑
日
常
の
食
糧
確
保
の
た
め
に
閒
*
地
を
利
用
し
た
さ
さ
や
か
な
水
生
�
物
栽
培
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
補
農
書
﹄
は
第

一
九
段
に
お
い
て
﹁
嘗
て
賦
役
の
重
困
を
論
ず
る
に
︑
基
址
︑
墳
墓
︑
各
の
宜
し
く
糧
の
出
づ
る
$
と
思
う
べ
し
﹂
と
︑
重
稅
の
下
︑
日
常
生

活
を
荏
え
る
た
め
の
食
糧
獲
得
の
工
夫
を
し
て
お
く
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
︒
こ
こ
に
は
水
生
�
物
に
つ
い
て
の
言
e
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
水
.

の
影
�
を
±
け
ず
︑
ま
た
重
稅
か
ら
も
�
れ
る
こ
と
が
出
來
る
水
生
作
物
の
栽
培
は
︑
低
�
地
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
�
識


に
行
わ
れ
て
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い
た
は
ず
で
あ
る(40

)
︒

(3
)
食
糧
と
し
て
の
役
割

以
上
︑
野
生
の
水
生
�
物
を
�
取
・
利
用
す
る
段
階
か
ら
︑
栽
培
�
が
�
み
︑
や
が
て
商
業


な
�
物
と
し
て
栽
培
が
擴
大
す
る
狀
況
を
槪

觀
し
た
︒
�
料
か
ら
は
︑
水
生
�
物
が
時
代
を
經
る
に
つ
れ
て
︑
商
業


栽
培
へ
の
一
N
を
c
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
な
る
︒
E
営
し
た
よ
う

に
商
業


栽
培
が
行
わ
れ
る
場
合
︑
そ
の
�
た
る
Ï
費
者
は
都
市
部
の
)
人
で
あ
り
︑
水
生
�
物
は
副
L
と
し
て
利
用
さ
れ
る
側
面
が
强
く
な

る
︒
萬
曆
﹃
杭
州
府
志
﹄
に
澤
果
・
澤
蔬
の
分
類
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
こ
と
を
象
!
す
る
︒
一
方
で
︑
農
村
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
は
︑

水
生
�
物
は
歷
�
を
�
じ
て
重
�
な
食
糧
で
あ
っ
た
︒
長
江
下
液
に
お
け
る
�
�
穀
物
は
︑
稻
で
あ
る
︒
稻
の
栽
培
に
%
し
た
�
境
を
創
出
す

べ
く
︑
大
小
樣
々
な
水
利
事
業
が
營
ま
れ
︑
ま
た
稻
の
生
產
增
加
の
た
め
に
農
業
技
�
の
改
良
が
行
わ
れ
た
︒
宋
代
の
長
江
下
液
域
は
︑
實
態

は
と
も
か
く
﹁
蘇
湖
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
﹂︑
す
な
わ
ち
蘇
州
・
湖
州
で
豐
作
な
ら
ば
︑
天
下
の
食
糧
が
ま
か
な
え
る
と
い
う
俗
[
が
生
ま
れ

る
ほ
ど
︑
稻
作
地
帶
と
し
て
發
展
し
豐
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
地
域
の
下
層
農
民
の
食
に
と
っ

て
稻
が
確
乎
た
る
�
穀
の
地
位
を
占
め
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
の
一
は
︑
低
濕
�
境
の
人
爲


な
營
み
に
よ
る
克
1
は
︑

困
難
を
極
め
た
か
ら
で
あ
る
︒
大
澤
正
昭
は
︑
2
代
の
陸
龜
蒙
の
甫
里
の
事
例
を
擧
げ
︑
デ
ル
タ
に
は
雨
後
に
水
沒
す
る
よ
う
な
不
安
定
な
農

地
が
存
在
し
︑
宋
代
に
い
た
っ
て
も
こ
の
狀
況
を
脫
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
︑
先
�


農
業
は
河
谷
盆
地
に
あ
っ
た
點
を
指
摘
し
た(41

)
︒
圍
田

圩
田
の
生
產
の
不
安
定
さ
を
克
1
す
べ
く
︑
�
代
に
は
分
圩
が
�
展
し
︑
水
利
技
�
は
到
»
點
に
»
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も

な
お
低
濕
地
に
暮
ら
す
人
々
は
水
.
と
は
無
關
係
で
は
な
か
っ
た
︒
水
利
技
�
の
�
步
に
よ
り
排
水
整
備
が
な
さ
れ
て
も
︑
雨
;
に
�
野
部
に

影
る
大
雨
は
容
赦
な
く
水
稻
田
を
水
沒
さ
せ
た
︒
E
営
の
張
履
祥
﹁
書
改
田
碑
後
﹂
で
は
︑
湖
州
・
歸
安
の
田
は
土
地
が
低
い
た
め
に
︑
每
年

水
.
に
苦
し
み
﹁
十
年
の
*
︑
五
年
の
穫
を
得
ず
﹂
と
営
べ
て
い
た
︒﹃
補
農
書
﹄
第
二
十
段
で
は
︑

水
利
を
�
ぜ
ざ
る
自
り
︑
湖
州
の
低
鄕
︑
稔
は
淹
に
�
ら
ず
︒
數
十
年
來
︑
田
に
於
い
て
は
甚
し
く
は
盡
力
せ
ず
︒
稼
を
.
す
る
に
至
る
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と
雖
も
︑
`
の
�
切
せ
ざ
る
者
︑
利
︑
畜
魚
に
在
れ
ば
也
︒

と
営
べ
︑
頻
繁
に
發
生
し
て
い
た
大
水
に
よ
り
稻
の
收
穫
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
た
こ
と
︑
湖
州
の
低
鄕
で
は
︑
稻
作
よ
り
も
養
魚
に
重
き
を

置
い
て
い
る
た
め
︑
水
.
に
よ
る
大
打
擊
を
被
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
�
境
の
も
と
︑
太
湖
の
沿
岸
部
で
は
ヒ
シ
が
重
�
な
食
糧
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
嘉
泰
﹃
吳
興
志
﹄
卷
五
︑
湖
・
歸

安
縣
に
﹁
菱
湖
は
歸
安
縣
の
東
南
四
十
五
里
に
在
り
⁝
⁝
其
の
地
︑
菱
を
產
し
︑
居
人
は
采
り
て
之
を
焙
乾
し
︑
以
て
凶
年
に
備
う
︒
菱
米
と

號
す
﹂
と
あ
り
︑
湖
州
の
菱
湖
に
お
い
て
ヒ
シ
が
﹁
菱
米
﹂
と
呼
ば
れ
救
荒
作
物
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
�
・
田

藝
衡
の
隨
筆
﹃
留
靑
日
札
﹄
は
︑
そ
の
記
載
內
容
が
太
湖
周
邊
に
暮
ら
す
庶
民
の
日
常
生
活
に
ま
で
e
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
︑
卷
二
六
︑

蔆
飯
芋
羹
に
は
民
の
食
に
つ
い
て
¸
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

蔆
︑
今
の
吳
人
︑
四
角
を
蔆
と
曰
い
兩
角
を
噂
と
曰
う
︒
⁝
⁝

(芋
に
)
水
・
旱
二
種
�
り
︒
吾
が
鄕
は
蔆
・
芋
を
以
て
兩
熟
と
爲
し
︑

一
物
熟
さ
ざ
る
も
亦
た
一
荒
と
稱
す
︒

こ
こ
で
は
︑
田
藝
衡
の
故
鄕
で
あ
る
杭
州
府
錢
塘
縣
の
狀
況
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
鄕
人
は
サ
ト
イ
モ
と
ヒ
シ
が
兩
方
と
も
收
穫
で
き
る
こ
と

を
﹁
兩
熟
﹂︑
一
方
し
か
收
穫
で
き
な
い
と
﹁
一
荒
﹂
と
呼
び
︑
二
種
の
作
物
の
收
穫
を
氣
に
か
け
て
い
た
︒
サ
ト
イ
モ
や
ヒ
シ
が
民
に
と
っ

て
不
可
缺
な
食
糧
で
あ
り
︑﹁
蔆
飯
芋
羹
﹂
の
標
題
の
ま
ま
に
︑
日
々
の
食
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

�
々
に
し
て
農
書
や
本
草
書
に
は
︑
水
生
�
物
の
備
荒
作
物
・
救
荒
作
物
と
し
の
�
用
性
が
强
Z
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
�
�
﹄
卷
六
︑
養

魚
に
は
︑﹁
(菱
)
多
く
種
う
れ
ば
︑
儉
歲
此
れ
に
9
し
︑
荒
年
を
度
る
に
足
る
﹂
と
あ
り
︑
備
荒
作
物
と
し
て
の
栽
培
が
奬
勵
さ
れ
る
︒
そ
の

後
の
農
書
や
本
草
書
に
お
い
て
も
︑
デ
ン
プ
ン
を
多
く
含
む
水
生
�
物
に
つ
い
て
は
災
.
時
に
活
用
で
き
る
點
が
强
Z
し
て
記
さ
れ
る
︒
し
か

し
︑
水
生
�
物
を
食
糧
難
の
時
だ
け
に
用
い
る
救
荒
作
物
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
は
い
け
な
い
︒
救
荒
食
・
備
荒
と
い
う
食
物
の
と
ら
え
方

に
つ
い
て
は
︑
書
物
の
t
纂
者
の
立
場
と
︑
農
民
た
ち
の
立
場
に
û
い
が
あ
る
こ
と
を
�
識
す
る
必
�
が
あ
る
︒
そ
の
象
!


な
事
例
を
李
時

珍
﹃
本
草
綱
目
﹄
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
本
草
綱
目
﹄
で
は
︑﹁
野
人
﹂﹁
澤
農
﹂
な
ど
の
語
を
�
い
︑
低
濕
地
に
暮
ら
す
農
民
と
ヒ
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シ
や
オ
ニ
バ
ス
な
ど
の
水
生
�
物
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
言
e
さ
れ
て
い
る
︒

(
噂
)
野
人
暴
干
す
︑
刴
米

(=

刻
ん
だ
實
)
は
飯
と
爲
し
粥
と
爲
し
︑
餻
と
爲
し
果
と
爲
す
︒
皆
な
糧
に
代
う
べ
し
︒
其
の
莖
も
亦
た
暴

し
て
收
め
︑
米
に
和ま

ぜ
て
飯
と
作
し
︑
以
て
荒
歉
を
度
る
べ
し
︒
葢
し
澤
農
に
�
利
の
物
な
り
︒

深
秋
老
す
る
時
︑
澤
農
は
廣
く
收
め
︑
爛
な
る
は
芡
子
を
取
り
︑
藏
し
て
囷
石
に
至
り
︑
以
っ
て
歉
荒
に
備
う
︒

(以
上
︑
﹃
本
草
綱
目
﹄
果
部
卷
三
三
)

『本
草
綱
目
﹄
で
は
︑
ヒ
シ
や
オ
ニ
バ
ス
は
各
々
︑
荒
歉
に
備
え
る
た
め
に
�
益
だ
と
括
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
t
纂
者
の
李
時
珍
の
見
解

で
あ
る
︒
上
記
の
記
載
で
は
︑
む
し
ろ
野
人
や
澤
農
が
ヒ
シ
や
オ
ニ
バ
ス
の
實
を
收
穫
・
保
存
し
︑
樣
々
な
方
法
で
食
用
し
て
い
る
事
に
�
目

す
べ
き
で
あ
る
︒
水
邊
に
暮
ら
す
農
民
た
ち
に
と
っ
て
︑
水
生
�
物
は
饑
饉
の
際
に
利
用
す
る
の
は
無
論
の
こ
と
︑
日
常
に
お
い
て
も
食
生
活

を
荏
え
る
多
樣
な
食
糧
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
農
書
・
本
草
書
・
地
方
志
等
の
�
料
に
記
載
さ
れ
る
水
生
�
物
を
列
擧
し
︑
時
代
每
の
役
割
の
變
�
を
槪
觀
し
た
︒
本
稿
で
確
¦
し

た
點
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

①

長
江
下
液
低
濕
地
で
は
︑
怨
石
器
時
代
よ
り
湖
沼
に
自
生
す
る
水
生
�
物

(
ヒ
シ
・
オ
ニ
バ
ス
・
ハ
ス
な
ど
)
が
重
�
な
食
糧
9
源
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
︒
水
生
�
物
は
2
代
以
影
に
栽
培
�
が
�
み
︑
宋
元
時
代
に
は
商
品
と
し
て
栽
培
が
�
e
し
︑
�
代
に
な
る
と
商
業


農
業

の
�
展
に
と
も
な
い
集
ê


栽
培
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

②

水
生
�
物
の
利
用
と
栽
培
の
變
�
は
︑
長
江
下
液
域
の
水
利
開
發
の
�
展
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
︒
宋
代
以
影
︑
圍
田
圩
田
に
よ
る

低
濕
地
開
發
が
�
む
一
方
︑
開
發
の
手
が
e
ば
な
か
っ
た
蕩

(窪
地
)
や
排
水
不
良
の
水
田
な
ど
を
活
用
し
た
水
生
�
物
の
栽
培
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
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③

都
市
)
民
を
Ï
費
對
象
と
す
る
大
規
模
な
商
業


栽
培
が
�
む
一
方
︑
水
生
�
物
は
︑
災
.
多
發
︑
商
業
�
︑
租
稅
�
擔
の
增
加
等
の

樣
々
な
社
會
狀
況
下
に
お
い
て
食
米
を
補
う
食
糧
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
︒
長
江
下
液
低
濕
地
に
暮
ら
す
農
民
は
︑
稻
を
�
�
穀
物
と
し
て

栽
培
し
な
が
ら
︑
低
濕
空
閒
に
お
い
て
水
生
�
物
の
栽
培
を
行
い
食
糧
と
し
て
日
常


に
利
用
し
續
け
た
の
で
あ
る
︒

�
�
穀
物
が
不
足
し
た
場
合
に
備
え
て
ど
の
よ
う
な
對
策
を
と
っ
て
お
く
か
︑
何
を
食
糧
と
し
て
�
擇
す
る
の
か
︑
歷
�
の
中
で
人
閒
が
向

き
合
い
續
け
る
問
題
で
あ
る
︒
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
低
濕
空
閒
に
お
け
る
水
生
�
物
の
利
用
の
あ
り
方
は
︑
長
江
下
液
低
濕
地
と
い
う
�
境
に

お
け
る
水
利
開
發
と
農
業
の
�
展
︑
と
く
に
稻
の
役
割
を
見
直
す
上
で
一
つ
の
材
料
を
提
供
し
う
る
で
あ
ろ
う
︒

�(1
)

生
嶋
功
﹃
水
界
�
物
群
落
の
物
質
生
產
Ⅰ

︱
︱
水
生
�
物

︱
︱
﹄
(共
立
出
版
︑
一
九
七
二
年
)︑
大
瀧
末
男
・
石
戶
忠
﹃
日
本

水
生
�
物
圖
鑑
﹄
(北
隆
館
︑
一
九
八
〇
年
)︒

(2
)

北
田
英
人
﹁
2
代
江
南
の
自
然
�
境
と
開
發
﹂
(﹃
シ
リ
ー
ズ
世
界

�
へ
の
問
い
・
歷
�
に
お
け
る
自
然
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
)︒

(3
)

周
晴
﹃
從
沼
澤
到
桑
田
：
2
代
以
來
湖
州
�
原
�
境
變
�
硏
究
﹄

花
木
蘭
�
�
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︒

(4
)

中
村
愼
一

(t
)﹃
浙
江
省
餘
姚
田
螺
山
:
跡
の
學
際


總
合
硏

究
﹄
(�
成
一
八
～
二
一
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
︿
基
盤
硏
究
A
﹀

硏
究
成
果
報
吿
書
)︒

(5
)

潘
艷
﹃
人
類
生
態
視
野
中


長
江
下
游
農
業
n
源
﹄
(上
海
辭
書

出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
二
六
八
～
二
七
六
頁
)︒
ま
た
︑
田
螺
山

出
土
の
�
物
:
存
體
に
依
據
し
た
先
驅


硏
究
は
D
orian
Q
F
u
lle,

L
in
g
Q
in
,Y
u
n
fei
Z
h
en
g
,Z
h
iju
n
Z
h
ao,X
u
g
ao
C
h
en
,L
eo
A
oi

H
osoy
a,
G
u
op
in
g
S
u
n
,
“T
h
e
D
om
estication
P
rocess
an
d

D
om
estication
R
ate
in
R
ice
:S
p
ik
elet
B
ases
from
th
e
L
ow
er

Y
an
g
tze”
S
cien
ce
323(5921)
:
1607-10,
2009
M
ar
20.

(6
)

｢火
*
水
耨
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
樣
々
な
理
解
が
あ
る
も
の
の
︑﹁
粗

放
な
稻
作
﹂
と
い
う
點
で
は
共
�
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
な

お
︑
火
*
水
耨
を
め
ぐ
る
諸
說
に
つ
い
て
は
︑
福
井
捷
Y
﹁
火
*
水

耨
の
議
論
に
よ
せ
て
︱
︱
ひ
と
つ
の
農
學


見
解
﹂
(﹃
農
*
の
技

�
﹄
第
三
號
︑
一
九
八
〇
年
︒
の
ち
農
*
�
�
硏
究
振
興
會
t
﹃
農

*
空
閒
の
多
用
と
�
擇
︱
︱
農
*
の
世
界
︑
そ
の
技
�
と
�
�
Ⅰ
﹄

大
�
堂
︑
一
九
九
五
年
$
收
)
に
詳
し
い
︒

― 64 ―

582



(7
)

オ
オ
ク
ロ
グ
ワ
イ

(E
leoch
aris
tu
berosa)
は
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ

科
の
多
年
草
で
︑
シ
ロ
グ
ワ
イ

(E
leoch
aris
d
u
lcis)
の
栽
培
種

を
指
す
︒
漢
字
で
は
荸
薺
・
鳧
m
・
烏
芋
・
地
栗
・
馬
蹄
と
表
記
さ

れ
︑
俗
に
ク
ロ
グ
ワ
イ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
な
お
オ
モ
ダ
カ

科
の
ク
ワ
イ

(S
agittaria
trifolia)
と
は
種
類
が
衣
な
る
︒

(8
)

趙
�
爲
�
t
﹃
中
國
水
生
蔬
L
﹄
(中
國
農
業
出
版
社
︑
一
九
九

九
年
)
は
︑
蔬
L
と
し
て
食
用
す
る
水
生
�
物
と
し
て
一
二
種
類

(蓮
藕
・
菱
・
芡

實
・
慈

姑
・
荸

薺
・
茭

白
・
水
芋
・
水
芹
・
蒓

L
・
蒲
L
・
水
蕹
・
豆
瓣
)
を
あ
げ
る
︒

(9
)

『陶
朱
公
養
魚
經

(法
)﹄
は
春
秋
・
越
の
范
蠡
に
假
託
し
魚
池
で

の
鯉
の
繁
殖
・
蓄
財
法
に
つ
い
て
営
べ
た
書
で
︑
王
毓
瑚
﹃
中
國
農

學
書
錄
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
六
四
年
)
は
E
漢
に
は
成
立
し
て
い

た
と
す
る
︒

(10
)

大
澤
正
昭
﹁﹃
山
居
錄
﹄
の
�
料


活
用
に
つ
い
て
﹂
(﹃
2
宋
變

革
硏
究
�
^
﹄
第
六
輯
︑
二
〇
一
五
年
)
は
︑
北
宋
～
元
代
に
成
立

し
た
﹃
山
居
錄
﹄
(八
世
紀
E
�
頃
﹃
山
居
�
�
﹄
の
改
訂
版
)
の

農
業
�
料
と
し
て
の
�
效
性
を
分
析
︑
檢
討
例
の
一
つ
に
ハ
ス
の
記

載
を
と
り
あ
げ
る
︒
そ
し
て
︑﹃
齊
民
�
�
﹄
の
種
蓮
法
の
部
分
が

﹃
山
居
錄
﹄
か
ら
の
�
記
事
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

(11
)

こ
の
他
︑
卷
十
︑
五
穀
・
果
蓏
・
L
茹
非
中
國
物
產
者
・
蔣
に

﹁﹃
食
經
﹄
云
︑
藏
菰
法
︑
好
擇
之
︑
以
蟹
眼
湯
煑
之
︑
鹽
b
灑
︑
抑

著
燥
器
中
︑
密
塗
︑
稍
用
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

篠
田
瓜
﹁
苽
と
瞿
麥
と
í
と

︱
︱
忘
れ
ら
れ
た
穀
物
︱
︱
﹂

(﹃
生
活
�
�
硏
究
﹄
第
五
册
︑
一
九
五
六
年
︒
の
ち
﹃
中
國
食
物
�

の
硏
究
﹄
(八
謁
書
x
︑
一
九
七
八
年
$
收
)
は
︑
古
代
に
南
國
の

美
饌
と
し
て
食
用
さ
れ
た
マ
コ
モ
の
實
が
︑
2
宋
ま
で
下
る
と
位
置

が
低
下
し
﹁
貧
乏
く
さ
く
な
っ
て
い
る
﹂
と
営
べ
る
︒
澁
澤
尙

﹁﹁
菰
﹂
の
本
草
學
・
陸
游
詩
$
詠
菰
草
考
序
說
﹂
(﹃
福
島
大
學
硏
究

年
報
﹄
創
刊
號
︑
二
〇
〇
五
年
)
は
︑
マ
コ
モ
か
ら
實
と
莖

(マ
コ

モ
ダ
ケ
)
の
兩
者
を
取
る
こ
と
が
出
來
な
い
點
を
指
摘
︑
マ
コ
モ
の

實
の
食
用
が
衰
�
す
る
背
景
に
︑
宋
末
元
初
の
マ
コ
モ
ダ
ケ
栽
培
の

展
開
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

(13
)

｢
陸
機
詣
王
武
子
︑
武
子
E
置
數
斛
羊
酪
︑
指
以
示
陸
曰
︑
卿
江

東
何
以
敵
此
︒
陸
云
︑
�
千
里
R
羹
︑
但
未
下
鹽
豉
耳

(﹃
世
說
怨

語
﹄
言
語
)﹂
︒
こ
の
他
︑
西
晉
・
張
½
が
秋
風
に
吳
中
の
﹁
菰
L
・

R
羹
・
鱸
魚
膾
﹂
を
懷
か
し
ん
だ
故
事
も
廣
く
知
ら
れ
て
い
た

(﹃
晉
書
﹄
卷
九
二
︑
�
苑
傳
)︒

(14
)

關
尾
�
郞
﹁
六
U
;
江
南
の
社
會
﹂
(﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
五
二
三
號
︑

一
九
八
三
年
)
は
︑
江
南
の
下
層
民
に
と
っ
て
︑
陂
に
產
す
る
豐
か

な
水
產
物
の
�
取
は
︑
疁
田
と
い
う
不
安
定
な
農
業
を
補
完
す
べ
き

役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
日
常


用
益
活
動
は
︑
豪

族
に
よ
る
陂
湖
の
獨
占
に
よ
っ
て
阻
碍
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
営
べ
る
︒

宋
・
大
�
年
閒

(
四
五
七
～
四
六
五
年
)
に
出
さ
れ
た
五
條
の
制
は
︑

一
般
民
で
あ
っ
て
も
山
澤
を
私


に
占
�
で
き
る
�
味
合
い
を
も
ち
︑

江
淮
地
域
に
お
け
る
山
澤
問
題
の
特
質
を
解
決
す
る
役
目
を
擔
っ
て

い
た
と
指
摘
す
る
︒

(15
)

古
川
末
喜
﹃
杜
甫
農
業
詩
硏
究
﹄
(
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
八
年
︑

三
七
四
頁
)︒
後
世
の
事
に
な
る
が
︑
南
宋
の
陸
游
﹃
劍
南
詩
稿
﹄

に
は
菰
が
食
材
と
し
て
多
く
登
場
す
る
︒
陸
游
の
詩
と
菰
と
の
關
係

を
詳
細
に
論
じ
た
澁
澤
尙
﹁
陸
游
と
菰

︱
︱
放
c
詩
作
を
め
ぐ
る
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本
草
學


考
察
︱
︱
﹈
(﹃
學
林
﹄
四
六
・
四
七
號
︑
二
〇
〇
八
年
)

は
︑
山
陰

(紹
興
)
の
鑑
湖
d
で
生
涯
の
大
�
を
�
ご
し
た
陸
游
は
︑

野
生
の
菰

(穀
實
や
莖
)
を
日
常
食
と
し
て
賞
味
し
て
い
た
と
指
摘

す
る
︒
ま
た
︑
中
林
廣
一
﹁
宋
代
農
業
�
再
考

︱
︱
南
宋
;
の
華

中
地
域
に
お
け
る
畑
作
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九

三
卷
一
號
︑
二
〇
一
一
年
︒
の
ち
﹃
中
國
日
常
食
�
の
硏
究
﹄
e
古

書
院
︑
二
〇
一
二
年
︑
第
二
違
$
收
)
も
同
樣
に
︑
陸
游
が
紹
興
8

郊
農
村
の
民
の
生
活
苦
を
詠
ん
だ
﹁
貧
居
﹂
(得
飯
多
菰
米
︑
烹
蔬

�
藥
苗
)
な
ど
を
例
に
擧
げ
︑
農
村
部
で
は
宋
代
︑
コ
メ
以
外
の
も

の
を
混
ぜ
て
コ
メ
の
不
足
を
補
う
﹁
か
て
飯
﹂
が
日
常
食
で
あ
っ
た

と
す
る
︒

(16
)

大
澤
正
昭
﹁
2
代
の
蔬
L
栽
培
と
經
營
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
四
二

卷
四
號
︑
一
九
八
四
年
︒
の
ち
﹃
2
宋
變
革
;
農
業
社
會
�
硏
究
﹄

e
古
書
院
︑
一
九
九
六
年
$
收
)
は
︑
2
代
に
お
け
る
蔬
L
の
栽
培

品
種
の
增
加
が
︑
小
農
民
に
よ
る
零
細
な
L
園
經
營
に
利
益
を
も
た

ら
し
︑
蔬
L
栽
培
は
8
郊
農
業
と
し
て
飛
f
を
�
げ
た
と
指
摘
す
る
︒

(17
)

北
田
英
人
﹁
一
〇
～
一
四
世
紀
中
國
の
社
會
と
自
然
に
つ
い
て
の

人
類
�


考
察

︱
︱
白
L
・
油
L
・
橘
栽
培
と
�
識
性
・
自
然
性

︱
︱
﹂
(﹃
宋
元
時
代
�
の
基
本
問
題
﹄
e
古
書
院
︑
一
九
九
六
年
)︑

拙
稿
﹁
�
獻
�
料
か
ら
さ
ぐ
る
�
物
と
人
の
關
係
�
︱
︱
中
國
・

長
江
下
液
に
お
け
る
ヒ
シ
利
用
の
歷
�
﹂
(庄
田
愼
矢
t
著
・
譯

﹃
ア
フ
ロ
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
考
古
�
物
學
﹄
同
成
社
︑
二
〇
一
九
年
)︒

(18
)

澁
澤
尙
È

(12
)
(15
)
E
揭
論
�
︒

(19
)

南
宋
・
溫
革
に
よ
り
紹
興
年
閒

(一
一
三
一
～
一
一
六
二
年
)
に

t
纂
さ
れ
た
﹃
分
門
𤨏
碎
錄
﹄
は
�
淸
;
に
散
佚
し
た
が
︑
一
九
六

〇
年
代
に
上
海
圖
書
館
で
そ
の
一
部
の
抄
本
が
發
見
さ
れ
︑﹁
茭
首
﹂

に
つ
い
て
も
記
載
が
あ
っ
た
︒
な
お
︑
﹃
永
樂
大
典
﹄
卷
一
三
一
九

四
$
引
﹃
種
藝
必
用
﹄
に
も
同
�
が
見
ら
れ
る
が
︑﹃
𤨏
碎
錄
﹄
を

引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
𤨏
碎
錄
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
は
�
振

紅
﹃
分
門
𤨏
碎
錄
校
�
﹄
(
巴
蜀
書
社
︑
二
〇
〇
九
年
)
附
錄
二

﹁
﹃
分
門
𤨏
碎
錄
﹄
農
業
詞
語
擴
散


層
位
性
﹂
を
參
照
︒
な
お
︑

﹁
根
¾
年
移
動
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て
︑
澁
澤
尙

(12
)
E
揭
論
�
は
︑

菰
草
の
聯
作
は
品
質
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ

は
高
品
質
な
白
色
の
マ
コ
モ
ダ
ケ
を
保
持
す
る
た
め
の
人
工
栽
培
の

記
錄
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

(20
)

四
庫
F
書
本
﹃
竹
嶼
山
x
雜
部
﹄
$
收
﹃
宋
氏
樹
畜
部
﹄
は
︑

﹁
其
臺
～
甘
嫩
﹂
を
割
È
と
す
る
︒
な
お
﹃
分
門
𤨏
碎
錄
﹄
の
こ
の

箇
$
は
︑
上
海
圖
書
館
藏
�
抄
本
︑
﹃
樹
藝
X
﹄
$
引
に
も
見
當
た

ら
な
い
︒

(21
)

『
北
夢
瑣
言
﹄
卷
十
︑
杜
孺
休
種
靑
蓮
花
﹁
杜
給
事
孺
休
典
湖
州
︑

�
染
戶
家
池
生
靑
蓮
花
⁝
⁝
染
工
曰
︑
我
家
�
三
世
治
靛
瓮
︑
常
以

蓮
子
#
於
瓮
底
︑
俟
經
歲
年
︑
然
後
種
之
﹂︒

(22
)

佐
h
武
敏
﹃
中
國
の
花
�
﹄
�
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︒

(23
)

斯
波
義
信
﹃
宋
代
商
業
�
硏
究
﹄
(風
閒
書
x
︑
一
九
六
八
年
︑

一
九
七
頁
)
は
︑
宋
代
に
お
け
る
都
市
︑
手
工
業
の
發
»
に
å
い
︑

都
市
人
口
の
副
食
品
や
手
工
業
の
加
工
原
料
た
る
蔬
L
に
對
す
る
需

�
が
高
ま
り
︑
都
市
8
傍
に
は
蔬
L
栽
培
が
發
»
し
た
と
指
摘
す
る
︒

(24
)

小
野
寺
郁
夫
﹁
宋
代
に
お
け
る
陂
湖
の
利
︱
︱
越
州
・
�
州
・

杭
州
を
中
心
と
し
て
﹂
(﹃
金
澤
大
學
法
�
學
部
論
集
・
哲
學
�
學

X
﹄
一
一
卷
︑
一
九
六
四
年
)
︑
長
瀨
守
﹁
宋
代
江
南
に
お
け
る
水
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利
開
發
﹂
(﹃
靑
山
i
士
古
稀
紀
念
宋
代
�
論
叢
﹄
(省
心
書
x
︑
一

九
七
四
年
︒
の
ち
﹃
宋
元
水
利
�
硏
究
﹄
國
書
刊
行
會
︑
一
九
八
三

年
$
收
)
參
照
︒

(25
)

小
野
寺
È

(24
)
E
揭
論
�
︒

(26
)

王
毓
瑚
﹃
中
國
農
學
書
錄
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
六
四
年
初
版
︑

二
〇
〇
六
年
修
訂
版
)
は
︑
本
書
は
�
初
に
付
刻
し
た
の
が
鄺
璠
で

あ
っ
た
に
�
ぎ
ず
︑
多
く
の
日
用
類
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
實

際
に
は
複
數
の
人
の
手
に
よ
り
t
纂
さ
れ
た
と
す
る
︒
ま
た
天
野
元

之
助
﹃
中
國
農
業
�
硏
究
﹄
(龍
溪
舍
︑
一
九
六
二
年
)
は
︑
本
書

が
刊
行
さ
れ
た
弘
治
一
五
年
に
鄺
璠
は
P
州
府
の
知
縣
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
︑
鄺
璠
を
刊
刻
者
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
j
す
る
︒

(27
)

拙
稿
﹁
�
境
�
か
ら
見
る
農
業
と
開
發

︱
︱
�
末
淸
初
の
江
南

に
お
け
る
水
芋
と
甘
ì
の
栽
培
事
例
か
ら
︱
︱
﹂
(大
澤
正
昭
・
中

林
廣
一
t
﹃
春
*
の
と
き

︱
︱
中
國
農
業
�
硏
究
か
ら
の
出
發

︱
︱
﹄
e
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
)︒

(28
)

張
履
祥
﹃
補
農
書
﹄
は
順
治
一
五
年

(一
六
五
八
)
に
初
版
が
刊

行
さ
れ
た
︒
�
末
に
湖
州
漣
川
の
沈
氏
が
記
し
た
﹃
沈
氏
農
書
﹄
を

補
足
す
る
目


で
執
筆
さ
れ
︑﹃
沈
氏
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
作
物
を

多
く
收
錄
す
る
︒
水
芋
も
そ
の
よ
う
な
作
物
の
一
つ
で
あ
る
︒
湖
州

に
お
け
る
水
芋
栽
培
の
7
入
時
;
を
﹃
補
農
書
﹄
の
記
載
か
ら
窺
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
分
圩
の
動
き
が
關
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
考

え
て
お
き
た
い
︒
な
お
︑
本
稿
で
の
﹃
補
農
書
﹄
の
引
用
は
︑
同
治

十
年
刊
﹃
楊
園
先
生
F
集
﹄
$
收
に
依
っ
た
︒
ま
た
校
勘
や
譯
�
は
︑

大
澤
正
昭
・
村
上
陽
子
・
大
川
裕
子
・
酒
井
駿
多
﹁﹃
補
農
書
﹄
(含

沈
氏
農
書
)
試
釋

︱
︱
現
地
Z
査
を
踏
ま
え
て
︱
︱

(一
～
三
)﹂

(﹃
上
智
�
學
﹄
第
六
二
號
～
六
四
號
︑
二
〇
一
七
～
二
〇
一
九
年
)

を
參
照
︒

(29
)

陳
・
|
野
王
﹃
輿
地
志
﹄
(﹃
太
�
御
覽
﹄
一
七
〇
$
引
)﹁
華
亭

谷
出
佳
魚
R
L
﹂
︒
嘉
泰
﹃
會
稽
志
﹄
卷
一
七
︑
草
部
﹁
蕭
山
湘
湖

之
R
︑
特
珍
柔
滑
而
腴
︒
方
春
小
舟
采
R
者
滿
湖
中
︒
山
隂
故
多
R
︑

然
莫
e
湘
湖
者
﹂︒

(30
)

陳
橋
驛
﹁
歷
�
時
;
紹
興
地
區
聚
落


形
成
與
發
展
﹂
(﹃
地
理
學

報
﹄
一
;
︑
一
九
八
〇
年
)
︑
斯
波
義
信
﹃
宋
代
江
南
經
濟
�
の
硏

究
﹄
(東
京
大
學
東
洋
�
�
硏
究
$
︑
一
九
八
八
年
︒
訂
正
版
e
古

書
院
︑
二
〇
〇
一
年
)︒

(31
)

後
世
の
狀
況
に
な
る
が
︑
宋
・
曾
鞏
﹃
元
豐
類
稿
﹄
卷
一
九
︑
廣

德
湖
記
に
よ
れ
ば
廣
德
湖
に
は
﹁
湖
之
產
�
鳧
雁
魚
鱉
︑
茭
蒲
葭
菼
︑

葵
R
蓮
芡
之
饒
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
︒

(32
)

吳
の
都
尉
・
嚴
密
に
よ
る
甫
里
塘
の
円
設
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
﹃
三

國
志
﹄
卷
六
四
︑
吳
書
一
九
︑
濮
陽
興
傅
を
參
照
︒
草
野
靖
﹁
2
宋

時
代
に
於
け
る
農
田
の
存
在
形
態

︱
︱
古
田
と
怨
田
︱
︱

(
上
)﹂

(﹃
法
�
論
叢
・
�
科
X
﹄
三
一
號
︑
一
九
七
二
年
)
は
︑
湖
田
と
は

水
邊
に
開
か
れ
た
田
で
圩
岸
の
よ
う
な
圍
を
持
た
ず
水
位
の
上
下
に

直
接
影
�
さ
れ
る
*
地
で
あ
り
︑
2
代
に
あ
っ
て
は
︑
山
麓
・
山
閒

部
の
古
田
に
對
置
さ
れ
る
水
邊
の
怨
田
で
あ
っ
た
と
営
べ
る
︒

(33
)

本
�
一

(
2
)
で
も
営
べ
た
が
︑﹁
澤
果
・
澤
蔬
﹂
の
呼
稱
は
萬

曆
﹃
杭
州
府
志
﹄
卷
三
二
︑
土
產
に
見
え
る
︒

(34
)

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
︑
大
澤
正
昭
È

(
16
)
E
揭
論
�
が
﹃
陳
旉
農
書
﹄
に
見
ら
れ
る
蔬
L
栽
培
を
例
に

指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
È

(27
)
E
揭
拙
稿
に
お
い
て
水
芋
の
場
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合
に
も
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

(35
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
食
貨
六
一
︑
水
利
下
・
淳
煕
十
一
年
に
は
︑﹁
與

泖
湖
相
貫
﹂
と
し
て
一
三
の
蕩
の
名
を
列
擧
す
る
︒
な
お
太
湖
東
岸

の
泖
湖
・
澱
山
湖
地
區
の
圍
田
問
題
に
つ
い
て
は
︑
西
岡
弘
晃
﹁
中

國
に
お
け
る
農
村
工
業
生
成
の
基
礎
Y
(
︱
︱
宋
代
澱
山
湖
圍
田

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
中
村
學
園
硏
究
紀
�
﹄
七
號
︑
一
九
七
四

年
︑
の
ち
﹃
中
國
8
世
の
都
市
と
水
利
﹄
中
國
書
店
︑
二
〇
〇
四
年

$
收
)
に
詳
し
い
︒

(36
)

『方
輿
彙
t
・
職
方
典
﹄
卷
六
五
五
︑
江
寧
府
郡
・
高
淳
縣
志

﹁
相
國
圩
︑
內
田
四
萬
八
千
畝
︑
k
四
十
里
︒
⁝
⁝
Ñ
埂
︑
在
相
國

圩
南
︑
本
圩
形
勢
東
南
高
阜
︑
西
北
窪
︑
因
築
上
下
壩
以
禦
水
︒

⁝
⁝
鍋
底
蕩
︑
在
縣
西
三
十
里
相
國
圩
︒
因
築
上
壩
・
Ñ
埂
︑
水
壅

於
此
︒
形
如
鍋
底
︒
其
中
田
皆
低
潦
﹂︒

(37
)

渡
部
忠
世
・
櫻
井
由
躬
雄
﹃
中
國
江
南
の
稻
作
�
�

︱
︱
そ
の

學
際


硏
究
︱
︱
﹄
日
本
放
m
出
版
協
會
︑
一
九
八
四
年
)
第
二

違
﹁
宋
・
元
時
代
の
圍
田
圩
田
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(一
一
一
頁
)
の
ま

と
め
に
お
い
て
︑
櫻
井
由
躬
雄
は
萬
春
圩
の
事
例
を
擧
げ
て
︑
宋
代

の
成
立
時
點
に
お
い
て
圩
內
に
は
水
生
�
物
や
濕
地
に
强
い
�
物
か

ら
得
ら
れ
る
利
益
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
記
錄
に
は
現
れ
な

い
廣
大
な
低
濕
地
・
沼
澤
地
が
圩
內
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め

ま
す
﹂
と
営
べ
る
︒

(38
)

濱
島
敦
俊
﹃
�
代
江
南
農
村
社
會
の
硏
究
﹄
(
東
京
大
學
出
版
會
︑

一
九
八
二
年
)
︑
﹁
江
南
デ
ル
タ
圩
田
水
利
雜
考

︱
︱
國
家
と
地
域

︱
︱
﹂
(
愛
知
大
學
現
代
中
國
學
會
t
﹃
中
國
21
﹄
三
七
卷

(特
集

中
國
水
利
�
)︑
二
〇
一
二
年
)
︒

(39
)

森
正
夫
﹁
十
六
世
紀
太
湖
周
邊
地
帶
に
お
け
る
官
田
制
度
の
改
革

(
上
)﹈
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
二
一
卷
︑
四
號
︑
一
九
六
三
年
︒
の
ち

﹃
�
代
江
南
土
地
制
度
の
硏
究
﹄
同
n
舍
出
版
︑
一
九
八
八
年
$
收
)︒

(40
)

『沈
氏
農
書
﹄
で
は
︑
水
生
�
物
の
栽
培
と
い
え
ば
¾
^
事
宜

(
三
^
と
十
^
)
に
﹁
菱
﹂
の
栽
培
を
確
¦
で
き
る
の
み
で
あ
る
︒

ま
た
﹃
沈
氏
農
書
﹄
を
補
足
す
る
﹃
補
農
書
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に
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第
一
七
段
︑
上

種
蔬
一
種
に
﹁
m
姑
r
於
Ø
際
[ク
ワ
イ
は
Ø
の
際
に
�
え
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の
が

よ
い
]﹂
︑
ま
た
E
営
の
第
一
三
段
に
水
田
に
お
け
る
水
芋
栽
培
が
記

載
さ
れ
る
3
度
で
あ
る
︒
水
.
多
發
地
域
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
水
生

�
物
の
記
載
が
少
な
い
の
は
︑
低
地
の
�
效
利
用
が
養
魚
に
傾
い
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

(41
)

大
澤
正
昭
﹁“
蘇
湖
熟
天
下
足
”
︱
︱
｢虛
宴
﹂
と
﹁
實
宴
﹂
の

あ
い
だ
︱
︱
﹂
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怨
し
い
歷
�
學
の
た
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に
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一
七
九
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︑
一
九

八
五
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︒
の
ち
﹃
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宋
變
革
;
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業
社
會
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硏
究
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e
古
書
院
$

收
)︒
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while the rotating system gradually died out. It can be inferred that the shortage of

officials, especially in the newly occupied areas during the period of unification, was

one of the factors that contributed to this change in the Zuoshi. Based on the above

arguments, this paper has presented new insights into the external factors that led

to the bureaucratic transformation from the Qin dynasty of Warring States period

to the early Han dynasty.

UTILIZATION AND CULTIVATION OF AQUATIC PLANTS

IN THE LOWER YANGTZE RIVER REGION IN CHINA

OKAWA Yuko

This paper focuses on aquatic plants in the Lower Yangtze River region and

analyzes the changes in their utilization and cultivation based on books of

agronomy, materia medica, and local gazetteers in an effort to investigate new

aspects of developmental history of the Lower Yangtze River region.

Analysis of plant remains from the Neolithic Tianluoshan 田螺山 site in Yuyao,

Zhejiang province indicates that aquatic plants, such as water chestnuts (菱) and

gordon euryale (芡), were important components of the diets of waterside residents

from the Neolithic Age onward. It can be surmised from the Huozhi Liezhuan 貨殖

列傳 of the Shiji �記 that food strategies were chosen based on various aquatic

resources in addition to rice in south China in the Former Han era. The 6th century

agronomy book, Qiminyaoshu 齊民��, recorded five types of aquatic plants as

byproducts from fish ponds, and later books on agronomy state that they came to be

cultivated independently and that the variety of these plants also increased.

Full-fledged cultivation of aquatic plants in the Lower Yangtze River region

occurred after the Tang era. During the Song and Yuan eras, the varieties of water

chestnuts and gordon euryale increased, and water bamboo (茭白) became popular

as a food source, while the lotus was also cultivated for its blossoms. It is therefore

clear that aquatic plants became commercial crops, which resulted in the

large-scale cultivation of aquatic vegetables bringing with it new problems due to

decreases in lake surface area and lack of water supply. In the Ming era, the

development of commercial farming was accompanied by intensive farming, which

required increased labor and expenditures for such activities as transplanting,

applying fertilizer, and weeding. The cultivation of Chinese arrowhead (慈姑),

Chinese water chestnut (荸薺), and water taro (水芋) also appeared at this time.
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These changes in the cultivation of aquatic plants were closely associated with

the development of irrigation and drainage projects. From the Song era onward,

low-lying land was cultivated by diked enclosures (weitian 圍田) or polders (yutian

圩田), while aquatic plants were cultivated in underdeveloped sunken areas (dang

蕩). Aquatic plants have been important resources for waterside peasants in China,

and were useful in relieving the effects of grain (稻) shortages that occurred for

various reasons.

FROM “THE AGE OF THE SA SKYA PA” TO “THE AGE

OF THE PHAG MO GRU PA” :

CONSIDERING CHANGES IN THEIR DESCRIPTION

IN TIBETAN WRITTEN SOURCES

YAMAMOTO Meishi

The historical consensus is that the 13th-14th century, the age of Mongol hegemony

in Tibet and most of Eurasia, was the period of transition from the Sa skya pa to the

Phag mo gru pa. However, how was this perception formed among Tibetans? This

paper aims to clarify the evolution of Tibetan perception of the Sa skya pa period

and the Phag mo gru pa period by comparing Tibetan historical sources composed

in the 14th century with those written from the 15th century onward.

First, the sources composed in the 14th century agree on the view that ʼPhags

pa and Phyag na rdo rje, of the ʼKhon family, and the dpon chen, who controlled the

secular affairs of the Sa skya pa, held sway while maintaining a relationship with the

Mongols. And Byang chub rgyal mtshan, who also lived in the 14th century,

recognized that the Sa skya pa had extended its control of “bod kyi chol kha gsum”

(three chol kha, districts of Tibet), but that its hegemony gradually declined.

Secondly, Rgya bod yig tshang, written in the 15th century, created the new

phrase “Qubilai presented ʼPhags pa with the dbus gtsang gi khri bskor bcu gsum”

(the thirteen myriarchies of central Tibet), and this source ignored the hegemony

of the Pag mo gru pa, because the composer of this source belonged to the Sa skya

pa school. However, Deb ther sngon po, which was also written in the 15th century,

chose the phrase “Qubilai presented ʼPhags pa with the “bod chol kha gsum,” so the

compiler of this source did not adopt the position of Rgya bod yig tshang, and its

attitude was close to that of Byang chub rgyal mtshan. This source also argues that

the times had changed from the age of Sa skya pa to that of the ʻPhag mo gru pa,
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