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宋
期
の
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中
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域
に
お
け
る
畑
作
を
中
心
と
し
て
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一

は

じ

め

に

本
稿
は
南
宋
期
の
華
中
地
域
を
対
象
と
し
て
宋
代
農
業
像
の
再
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
従
来
作
物
と
し
て
の
イ

ネ
、
農
法
と
し
て
の
集
約
的
農
業
の
二
点
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
宋
代
華
中
の
農
業
像
に
対
し
、
異
な
っ

た
視
角
か
ら
そ
れ
を
捉
え
直
す
こ
と
で
宋
代
農
業
の
イ
メ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
っ
て
い
く
。

以
下
、
検
討
に
移
っ
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
宋
代
農
業
史
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
、
検
討
す
べ
き
課
題
を
明
示

し
て
お
こ
う
。
戦
前
よ
り
日
本
に
お
け
る
宋
代
農
業
史
研
究
は
厚
い
蓄
積
を
見
せ
て
い
た
が
、
研
究
の
重
点
は
長
江
下
流
域
に
置
か
れ

て
い
た
。
例
え
ば
、
天
野
元
之
助
氏
や
周
藤
吉
之
氏
の
成
果
は
江
南
の
農
業
技
術
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り

(

１)

、
ま
た
長
瀬
守
氏
や

西
岡
弘
晃
氏
の
研
究
は
江
南
デ
ル
タ
地
帯
の
農
業
水
利
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
当
地
に
お
け
る
囲
田
・�
田
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
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よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た

(

２)

。

こ
れ
ら
の
研
究
は
宋
代
の
長
江
下
流
域
に
お
け
る
農
業
生
産
の
先
進
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
様
の
傾
向
は
中
国
の
研

究
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
占
城
稲
を
始
め
と
す
る
宋
代
の
水
稲
作
に
つ
い
て
論
じ
た
游
修
齢
氏
の
成
果

(

３)

や
梁
庚
堯
氏
の
研
究
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
囲
田
・�
田
に
関
す
る
研
究

(

４)

は
長
江
下
流
域
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
太
湖
周
辺
の
地
域
に
お

け
る
農
業
水
利
を
取
り
扱
っ
た
論
著
も
枚
挙
に
暇
が
な
い

(

５)

。
こ
れ
ら
の
成
果
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
と
て
も
網

羅
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宋
代
農
業
に
お
け
る
高
い
生
産
性
や
農
業
技
術
の
進
展
を
立
証
し
よ
う
と
試
み
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
付
言
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
後
に
こ
の
先
進
性
が
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
一
九
七
九
年
に
開
催
さ
れ

た

｢

江
南
デ
ル
タ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｣
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
上
に
お
い
て
高
谷
好
一
氏
ら
自
然
科
学
系
の
研
究
者
は
イ
ネ
の
品

種
や
土
木
技
術
の
実
態
な
ど
を
俎
上
に
あ
げ
て
、
そ
の
専
門
的
な
見
地
か
ら
従
来
の
宋
代
江
南
開
発
像
に
疑
義
を
呈
さ
れ
、
先
進
性
を

支
持
す
る
中
国
史
研
究
者
と
の
間
に
激
し
い
論
戦
を
繰
り
広
げ
ら
れ
た

(

６)

。

そ
の
後
も
こ
う
し
た
議
論
に
刺
激
を
受
け
て
宋
代
農
業
史
研
究
は
さ
ら
な
る
深
化
を
見
せ
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
研
究
を
行
っ
た
の

が
足
立
啓
二
氏
と
大
澤
正
昭
氏
で
あ
り
、
両
氏
は
上
記
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
宋
代
の
江
南
農
業
の
再
評
価
を

試
み
ら
れ
た

(

７)

。
す
な
わ
ち
、
江
南
地
域
の
耕
地
を
乾
田

(

状
況
に
応
じ
て
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
耕
地)

の
展
開
す
る

｢

高
地｣

と

一
年
を
通
じ
て
淹
没
す
る

｢

下
地｣

と
い
う
栽
培
環
境
に
よ
っ
て
弁
別
し
、
史
料
中
に
登
場
す
る
先
進
技
術
は

｢

高
地｣

に
お
い
て
展

開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の

｢

高
地｣

を
上
流
域
の
河
谷
平
野
に
、｢

下
地｣

を
下
流
域
の
デ
ル
タ
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地
帯
に
比
定
し
て
、
デ
ル
タ
地
帯
の
農
業
に
お
け
る
先
進
性
を
否
定
さ
れ
た
。

以
上
に
示
し
た
足
立
・
大
澤
両
氏
に
よ
る
成
果
は
現
時
点
で
の
宋
代
農
業
史
研
究
の
到
達
点
と
見
な
し
う
る
が

(

８)

、
そ
れ
ら
の
議
論
は

研
究
の
対
象
が
水
稲
作
に
限
ら
れ
て
い
た
点
に
限
界
が
存
す
る
。
確
か
に
両
氏
の
研
究
は
高
い
農
業
技
術
が
展
開
し
た
地
域
を
稲
作
・

畑
作
共
に
営
ま
れ
る
河
谷
平
野
に
求
め
、
従
来
の
デ
ル
タ
地
域
の
稲
作
と
高
い
農
業
生
産
力
と
を
結
び
つ
け
る
宋
代
農
業
像
を
退
け
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
検
討
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
稲
作
の
技
術
で
あ
り
、
畑
作
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に

止
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
宋
代
の
農
業
に
つ
い
て
河
谷
平
野
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
立
論
す
る
な
ら
ば
、
畑
作
の
実
態
と
そ
の
意
義

を
検
討
す
る
作
業
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
に
畑
作
に
関
す
る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
畑
作
も

視
野
に
収
め
た
上
で
宋
代
華
中
の
農
業
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

一

華
中
地
域
に
お
け
る
開
発
志
向
と
畑
作

宋
代
華
中
の
農
業
に
ま
つ
わ
る
諸
点
を
検
討
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
華
中
に
お
け
る
移
住
・
開
発
の
志

向
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
華
中
の
開
発
史
の
中
に
あ
っ
て
宋
代
で
は
い
か
な
る
立
地
条
件
が
好
ま
れ
た
の
か
、
ま
た

そ
う
し
た
立
地
条
件
の
下
で
は
い
か
な
る
生
産
形
態
が
選
択
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
見
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
周
知
の
通
り
宋
代
の
華
中
地
域
で
は
唐
末
五
代
の
戦
乱
や
北
宋
末
期
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
を
受
け
て
華
北
か
ら
の
移
住
・

開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
移
住
・
開
発
の
問
題
を
移
住
先
の
地
理
的
な
立
地
条
件
と
の
関
わ
り
の
中
で
追
究
し
た
成
果

が
斯
波
義
信
氏
と
草
野
靖
氏
の
研
究
で
あ
っ
た
。
斯
波
氏
は
浙
江
の
各
地
域
を
事
例
と
し
て
定
住
と
開
発
の
歴
史
を
長
い
ス
パ
ン
で
俯
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瞰
し
、
山
間
扇
状
地
を
拠
点
と
し
て
低
湿
地
へ
と
拡
大
し
て
い
く
定
住
の
傾
向
を
指
摘
さ
れ
た

(

９)

。
ま
た
、
草
野
氏
は
唐
宋
期
の
史
料
を

博
捜
し
、
そ
の
豊
富
な
事
例
を
元
に
当
時
の
耕
地
が

｢

古
田｣

・｢

新
田｣

と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

｢

古
田｣

は
山
間

や
山
麓
の
地
に
設
け
ら
れ
た
耕
地
で
あ
り
、｢

新
田｣

は
低
湿
地
に
設
け
ら
れ
た
耕
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
開
発
年
代
の
新
旧

と
地
形
と
の
相
関
性
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

(�)
。
ま
た
、
北
田
英
人
氏
は
塢
と
い
う
集
落
の
立
地
条
件
を
明
ら
か
に
さ
れ

(�)

、
上
田
信
氏
は
族

譜
を
用
い
て
浙
江
省
奉
化
県
忠
義
郷
に
お
け
る
居
住
空
間
拡
大
の
過
程
を
図
示
さ
れ
た
が

(�)

、
こ
れ
ら
の
成
果
に
お
い
て
も
上
流
域
か
ら

下
流
域
へ
展
開
す
る
居
住
空
間
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
示
し
た
各
氏
の
研
究
か
ら
は
河
川
の
上
流
域
で
優
先
的
に
移
住
・
開
発
が
展
開
す
る
様
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
こ
う
し
た
上
流
域
に
お
け
る
農
業
環
境
は
下
流
域
の
デ
ル
タ
地
帯
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

(�)

。
デ
ル
タ
地
帯
が
平

坦
な
地
形
と
上
流
か
ら
集
積
す
る
豊
富
な
水
に
特
徴
づ
け
ら
れ
、
水
稲
作
に
適
し
た
生
産
環
境
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
上
流
域
の
山
間

地
・
扇
状
地

(

足
立
・
大
澤
両
氏
の
用
語
に
従
え
ば
河
谷
平
野)

は
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
と
決
し
て
豊
富
で
は
な
い
も
の
の
安
定
し
た
水
の

供
給
に
特
徴
が
求
め
ら
れ
、
水
稲
作
と
畑
作
と
を
組
み
合
わ
せ
た
農
業
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
。
南
宋
の
王
柏
が

｢

膏
腴
は
下
に
し
て

瀕
渓
に
在
り
、
磽
瘠
は
高
き
に
し
て
帯
山
に
居
る
。
下
者
は�
に
宜
し
く
、
粳
に
宜
し
く
、�
に
宜
し
。
高
者
は
粟
に
宜
し
く
、
豆
に

宜
し
く
、
油
麻
に
宜
し
く
、
又
其
次
は
則
ち
蕎
麦
・
芋
・
果
・
蔬
・�
な
り｣

と
渓
流
沿
い
の
水
田
と
高
地
の
畑
と
い
う
対
比
の
中
で

上
流
域
の
農
事
を
描
写
し
て
い
る
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が

(�)
、
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
宋
代
の
農
業
に
と
っ
て
畑
作
は
一
定

の
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
従
来
の
宋
代
農
業
史
研
究
で
は
畑
作
栽
培
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
。
唯
一
の
例
外
が
周
藤
吉
之
氏
に
よ
る
研
究
で
あ
る
が

(�)

、
こ
う
し
た
動
向
は
宋
代
の
農
業
に
占
め
る
畑
作
の
ウ
ェ
イ
ト
に
応
じ
て
の

こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
畑
作
の
重
要
性
は
当
時
官
民
双
方
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
朝
廷
で
は
開
墾
の
際
に
ム
ギ
・
ア
ワ

な
ど
の
畑
作
作
物
を
栽
培
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
議
論
が
し
ば
し
ば
交
わ
さ
れ
た
し

(�)

、
ま
た
宋
代
の
文
集
に
も
畑
作
の
存
在
に
言
及
す
る

文
章
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
曹
彦
約
が
言
及
す
る
湖
荘
で
傾
斜
地
に
ア
ワ
が
栽
培
さ
れ

(�)

、
陸
九
淵
の
赴
任
し
た
荊
門
軍

(

荊
湖
北
路)

で
ム
ギ
・
マ
メ
・
ア
ワ
と
い
っ
た
穀
物
や
野
菜
・
ク
ワ
・
ア
サ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
は
そ
う
し
た
事
例
で
あ
り

(�)

、
中
に
は
紹
慶
府

(�
州
路)

の
よ
う
に

｢
本
府
の
地
産
全
て
麦
・
粟
の
二
種
に
仰
ぎ
、
以
っ
て
人
民
を
養
い
、
以
っ
て
軍
食
に
応
ず

(�)｣

る
地
域
も
存
在
し

た
。
ま
た
、
宋
代
の
詩
に
は
麦
秋
の
情
景
を
題
材
と
し
た
も
の
が
数
多
く
存
す
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。
以
上
の
史
料
を
踏
ま
え
た

時
、
宋
代
の
華
中
社
会
に
お
い
て
畑
作
は
存
在
感
を
持
つ
生
産
形
態
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

無
論
、
華
中
に
お
け
る
農
業
環
境
は
多
様
で
あ
り
、
長
江
下
流
域
の
よ
う
に
水
稲
作
が
盛
ん
な
地
域
も
存
し
た
。
し
か
し
、
移
住
・

開
発
の
基
点
が
山
地
・
扇
状
地

(

河
谷
平
野)
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
上
流
域
で
見
ら
れ
た
稲
作
と
畑
作
の
組
み

合
わ
せ
か
ら
な
る
農
業
経
営
は
宋
代
の
農
業
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

農
業
技
術
普
及
の
実
態

以
上
に
述
べ
た
点
を
前
提
と
し
つ
つ
、
次
に
畑
作
栽
培
の
重
要
性
に
つ
い
て
宋
代
の
農
業
技
術
水
準
の
観
点
か
ら
も
考
え
て
み
た
い
。

宋
代
華
中
地
域
の
農
業
技
術
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
足
立
・
大
澤
両
氏
が
そ
の
成
果
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

钁

(

大
ぐ
わ)

を
利
用
し
た
深
耕
・
丁
寧
な
中
耕
除
草
・
整
備
さ
れ
た
灌
漑
施
設
・
優
良
品
種
の
利
用
と
い
っ
た
特
徴
に
宋
代
の
農
業
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技
術
の
発
展
を
見
出
さ
れ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
研
究
史
上
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
成
果
が
持
つ
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
成
果
が
我
々
に
農
業
技
術
の

発
展
を
時
系
列
に
沿
っ
て
俯
瞰
し
、
中
国
農
業
史
上
に
お
け
る
宋
代
農
業
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
先
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し

た
技
術
は
そ
の
先
進
性
故
に
そ
の
速
や
か
な
導
入
や
広
範
な
普
及
が
た
だ
ち
に
実
現
し
た
と
は
見
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
従
っ
て
当
該

時
期
に
お
け
る
農
業
技
術
の
最
先
端
を
追
い
求
め
る
手
法
は
宋
代
の
一
般
的
な
農
業
生
産
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
く
際
に
は
決
し
て
有

効
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

(�)
。

そ
の
こ
と
は
史
料
の
扱
い
方
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
一
例
と
し
て
陳�『
農
書』

(

以
下
、『

農
書』

と
略
称)

を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
。

一
二
世
紀
の
湖
州
の
人
陳�
の
手
に
な
る
本
書
は
陳�
自
身
の
経
験
や
見
聞
を
元
に
し
て
記
さ
れ
た
農
業
指
南
書
と
で
も
言
う
べ
き
著

作
で
あ
り

(�)
、
宋
代
の
農
業
を
論
じ
る
上
で
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
農
業
技
術
の
数
々
は
こ
れ
ま
で
宋
代
農
業
の
先
進
性
を
明
示
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、

実
の
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
本
書
の
記
載
を
元
に
議
論
を
展
開
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
、
本
書
の
有
す
る
農
業
指
南
書
と
し
て
の
性
格
が
意
識

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
本
書
は
陳�
の
経
験
と
見
聞
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
最
良
の
農
業
技
術
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
技
術
の
数
々
が
低
い
農
業
技
術
し
か
持
ち
え
な
い
農
民
を
啓
発
す
る
目
的
か
ら
開
陳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
本
書

が
執
筆
さ
れ
た
一
二
世
紀
の
時
点
で

『

農
書』

内
の
技
術
や
知
識
が
農
民
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。
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無
論
、
そ
れ
ら
の
技
術
・
知
識
は
机
上
の
空
論
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
農
法
に
依
り
つ
つ
農
事
に
従
事
し
て
い

る
農
民
も
存
在
し
た
。
さ
り
と
て
、
数
多
く
の
農
民
の
間
で

『

農
書』

に
記
さ
れ
た
技
術
・
知
識
が
活
用
さ
れ
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ

ば
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は

『

農
書』

の
中
に
は
各
種
技
術
の
普
及
を
疑
わ
せ
る
記
載
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、�
耘
之
宜
篇
に
お
い
て
陳�
は

『

詩
経』

や

『

礼
記』

を
引
用
し
つ
つ
除
草
し
た
雑
草
が
緑
肥
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
が
、
そ
の
直
後
に

｢

今
農
夫
は
此
有
る
を
知
ら
ず

(�)｣
と
農
民
が
緑
肥
の
利
用
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
。

当
然
、
こ
う
し
た
記
載
の
背
景
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
書
や
勧
農
文
の
著
者
は
自
身
の
主
張
内

容
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
主
張
の
内
容
に
沿
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
プ
ラ
ス
の
側
面
を
、
逆
に
そ
れ
に
反
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
マ

イ
ナ
ス
の
側
面
を
強
調
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
上
記
の
引
用
に
誇
張
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
レ
ト
リ
ッ
ク
の
た
め
に
あ
り
も
し
な
い
農
民
の
存
在
が
捏
造
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
も
ま
た
不
自

然
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
農
民
達
が
農
村
社
会
の
中
に
あ
っ
て
広
範
に
見
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、

陳�
に
は
本
書
を
執
筆
す
る
動
機
が
存
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、『

農
書』

の
存
在
そ
の
も
の
が
先
進
的
な
農
業
技

術
を
活
用
し
な
い
、
或
い
は
で
き
な
い
農
民
達
が
社
会
の
大
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
農
民
の
存
在
は

『

農
書』

は
も
と
よ
り
各
地
で
地
方
官
の
出
し
た
勧
農
文
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
そ
こ
か

ら
は
史
料
に
は
な
か
な
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
農
業
の
現
場
の
様
子
が
垣
間
見
ら
れ
る
が

(�)
、
農
事
の
実
態
を
反
映
し
た
宋
代
農
業

像
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
は
、
知
識
人
達
の
非
難
す
る
農
民
の
姿
こ
そ
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
本
節
で
は
こ
う
し
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た
農
民
の
事
例
を
検
討
し
、
先
進
的
な
農
業
技
術
だ
け
で
は
論
じ
え
な
い
宋
代
農
業
の
様
相
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
、『

農
書』

や
勧
農
文
を
通
じ
て
窺
わ
れ
る
農
耕
の
特
徴
は
二
点
あ
る
が
、
一
つ
は
各
種
農
業
技
術
が
農
民
達
の
間
に
浸
透
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
記�
耘
之
宜
篇
の
文
章
は
引
用
部
分
に
続
け
て
農
民
が
刈
り
取
っ
た
雑
草
を
田
地
の
外
に
捨
て

て
し
ま
う
こ
と
、
こ
の
雑
草
は
緑
肥
と
し
て
活
用
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
方
法
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る

(�)

。
ま
た
、

善
其
根
苗
篇
に
は
肥
料
の
用
い
方
に
つ
い
て
述
べ
た
後

｢

人
の
小
便
を
用
う
る
に
生
も
て
澆
灌
し
、
立
ち
に
損
壊
せ
ら
る
る
を
多
く
見

る

(�)｣
と
通
常
な
ら
調
整
し
て
か
ら
用
い
る
べ
き
屎
尿
肥
料
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
が
た
め
に
作
物
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
農
民
に
つ
い
て

言
い
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
農
民
の
存
在
は
肥
料
の
製
法
に
ま
つ
わ
る
知
識
が
農
民
の
間
で
は
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示

す
。も

う
一
つ
の
特
徴
は
高
収
量
を
も
た
ら
す
農
法
に
対
す
る
農
民
の
消
極
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陳
傅
良
は
桂
陽
軍

(

荊
湖
南
路)

で

の
耕
作
に
つ
い
て

｢

此
の
間
、
施
糞
を
待
た
ず
、
鋤
耙
も
亦
希
な
り
。
種
う
る
所
の
禾
麦
、
自
然
に
秀
茂
た
れ
ば
、
則
ち
其
土
膏
腴
た

る
を
知
る｣

と
述
べ

(�)
、
施
肥
や
中
耕
除
草
に
熱
心
で
は
な
い
農
民
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
そ
の
前
段
で
耕
起
作
業
や
施
肥
・
除
草
な
ど

の
作
業
を
丁
寧
に
行
う
福
建
路
・
両
浙
路
の
農
業
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陳�
や
地
方
官
達
が
農
民
に
精
耕
細
作

を
求
め
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
窺
え
る
が
、
こ
の
史
料
は
宋
代
の
農
村
社
会
が
必
ず
し
も
そ
う
し
た
理
想
に
合
致
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
桂
陽
軍
の
農
民
が
農
事
に
手
間
を
か
け
よ
う
と
し
な
い
理
由
が
粗
放
な
農
業
で
も
一
定
の
収
量
が
確
保
で
き
る
と
い
う
地

力
の
潜
在
的
な
高
さ
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
時
の
農
民
は
一
定
の
収
量
さ
え
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
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れ
以
上
の
生
産
性
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
、
従
っ
て
先
端
技
術
を
反
映
し
た
農
法
は
農
民
に
と
っ
て
必
ず
し
も
希
求
さ
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
黄
震
が
耕
起
作
業
や
肥
培
管
理
を
全
く
行
わ
な
い

｢

懶
者｣

を
槍
玉
に

あ
げ

(�)
、
朱
熹
が
時
宜
に
外
れ
た
耕
起
や
播
種
を
行
い
、
耕
起
や
施
肥
を
疎
か
に
す
る
農
民
を

｢

懶
惰｣

と
称
す
る
背
景
に
も
同
様
の
農

業
観
を
持
つ
農
民
の
存
在
を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(�)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

｢

懶
者｣

に
つ
い
て
は
既
に
大
澤
氏
に
よ
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
澤
氏
は

｢

懶
者｣

を
農
業
に
手

間
を
か
け
ず
、
低
い
生
産
性
を
副
業
や
雇
用
労
働
に
よ
っ
て
補
う
人
々
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が

(�)

、
わ
け
て
も
注
目
す
べ
き
は
先
進
技
術

の
採
用
に
熱
心
で
あ
っ
た
農
民
に
つ
い
て

｢

上
等
戸
の
下
層
か
ら
中
等
戸
の
上
層
に
当
た
る
で
あ
ろ
う｣

と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る

(�)
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
大
澤
氏
は
そ
れ
以
上
深
く
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
農
業

技
術
の
運
用
に
つ
い
て
社
会
的
・
経
済
的
に
高
い
階
層
の
農
民
と
集
約
農
業
を
、
低
い
階
層
と
粗
放
農
法
と
を
対
応
さ
せ
る
図
式
で
捉

え
る
見
方
で
あ
り
、
筆
者
も
こ
の
関
係
性
に
は
深
く
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宋
代
社
会
を
構
成
す
る
民
衆
の
大
半
が
戸

等
制
に
お
け
る
四
等
戸
・
五
等
戸
や
等
外
の
客
戸
な
ど
に
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
宋
代
の
農
村
社
会
に
お
い
て

一
般
的
に
見
ら
れ
た
農
業
は
粗
放
な
も
の
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
陳�
や
各
地
方
官
が
躍
起
に
な
っ
て

啓
蒙
活
動
や
勧
農
業
務
に
従
事
し
た
の
も
こ
う
し
た
粗
放
な
農
業
経
営
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点

を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
宋
代
農
業
の
基
調
は
粗
放
な
農
業
経
営
に
こ
そ
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
宋
代
華
中
の
農
業
技
術
水
準
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
以
上
、
そ
れ
に
応
じ
て
農
業
生
産
力
の
水
準
も

従
来
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
割
り
引
い
て
見
積
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
話
を
従
来
重
点
的
に
論
じ
ら
れ
て
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き
た
コ
メ
に
限
定
し
て
も
、
水
田
か
ら
得
ら
れ
る
収
量
は
低
水
準
に
止
ま
る
。
そ

し
て
、
収
穫
物
の
一
部
が
租
税
や
小
作
料
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
各
農
家
が
一
家
の
一
年
間
の
生
活
を
維
持
さ
せ
る
だ
け
の
コ
メ
を
確
保

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
畑
作
作
物
は
そ
う
し
た
生
産
環
境
の
中
で
食
糧
と

し
て
高
い
重
要
性
を
保
持
し
て
い
た
と
見
て
良
い
。
つ
ま
り
、
宋
代
農
業
が
低
い

技
術
水
準
に
あ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
あ
っ
て
、
畑
作
は
コ
メ
の
不
足
を
補
填
す

る
存
在
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

三

農
村
で
の
穀
物
消
費

前
節
ま
で
宋
代
農
業
に
と
っ
て
畑
作
作
物
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
が
、
こ
の
検
討
結
果
は
利
用
で
き
る
史
料
の
限
界
も
あ
っ
て
十
分
な
論
証
を
経

た
も
の
で
あ
る
と
い
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
穀
物
に
つ
い
て
消
費
の

側
面
か
ら
検
討
を
行
い
、
前
節
ま
で
の
検
討
結
果
を
補
強
し
て
い
き
た
い
。
農
村

生
活
に
お
い
て
日
常
的
に
利
用
さ
れ
る
穀
物
の
種
類
や
利
用
の
傾
向
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
検
討
結
果
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う

(�)

。

さ
て
、
農
民
の
食
生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
に
当
た
り
本
節
で
は
表
１
の
検

東

洋

学

報

第
九
十
三
巻

10

一
〇

表１：『剣南詩稿』 に見える穀物の件数

作物 コメ コムギ マメ アワ キビ

調理法 米飯 粥 計 � 豆飯 ― ―

春 ６ ５ 11 ９ ２ ３ ２

夏 17 ７ 24 ２ １ １ ０

秋 45 19 64 ８ ５ ２ ４

冬 24 16 40 11 ４ ２ １

作物 オオムギ ソバ ヒエ ハトムギ マコモ

調理法 麦飯 � 計 ― ― ― 菰飯

春 ３ ２ ５ ０ ２ ０ ４

夏 14 ５ 19 ０ ０ ０ ３

秋 ２ ０ ２ ２ １ １ ５

冬 １ ０ １ ３ ０ ０ １



討
を
中
心
と
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
。
本
表
は
陸
游
の
詩
集

『

剣
南
詩
稿』

(

以
下
、『

詩
稿』

と
略
称)

に
登
場
す
る
穀
物
の
件
数
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
表
内
に
お
い
て
は
穀
物
の
登
場
件
数
を
利
用
さ
れ
た
季
節
ご
と
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
本
表
よ
り
南
宋

期
の
農
村
に
お
け
る
穀
物
消
費
の
傾
向
を
分
析
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て

『

詩
稿』

所
載
の
詩
に
着
目
し
た
理
由
に
つ
い
て
述

べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
陸
游
の
詩
が
持
つ
歳
時
記
と
し
て
の
側
面
で
あ
る

(�)

。

周
知
の
通
り
陸
游
は
南
宋
の
高
宗
朝
か
ら
寧
宗
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
官
僚
・
詩
人
で
、
と
り
わ
け
積
極
的
な
抗
金
論
者
と
し
て
の

激
烈
な
感
情
を
詩
に
詠
っ
た
愛
国
詩
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
文
名
と
は
う
ら
は
ら
に
官
僚
と
し
て
は
不
遇
で
、
各
地

で
地
方
官
に
甘
ん
じ
る
こ
と
が
多
く
、
朝
廷
の
召
募
を
受
け
て
中
央
の
官
に
つ
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
政
治
状
況
に
翻
弄
さ
れ
て
政
治

に
か
け
る
思
い
を
発
揮
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
ま
ま
免
職
処
分
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
的
に
不
遇
で
あ
っ
た
陸
游
は
六
〇
歳
を
越
え
た
頃
か
ら
故
郷
の
紹
興
府
山
陰
県
に
て
過
ご
す
こ
と
が
多
く
な
る
が
、

実
は

『

詩
稿』

に
載
せ
る
詩
の
大
半
は
こ
の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
陸
游
は
そ
の
一
生
の
中
で
二
万
首
前
後
の
詩
を
作
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
半
数
に
あ
た
る
四
〇
代
以
前
の
作
品
は

『

詩
稿』

の
編
纂
過
程
に
お
い
て
陸
游
自
身
に
よ
っ
て
刪
去
さ
れ
、

『

詩
稿』

に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い

(�)
。
す
な
わ
ち
、『

詩
稿』
に
は
陸
游
自
身
と
そ
の
子
孫
達
の
編
纂
を
通
じ
て
五
〇
代
以
降
の
作
品
が

中
心
と
し
て
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
陸
游
の
山
陰
県
退
隠
後
の
詩
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
山
陰
県
で
の
生
活
に
あ
っ
て
詠
ま
れ
た
詩
に
は
宋
の
復
興
を
願
う
よ
う
な
愛
国
的
な
詩
は
数
少
な
く
、
む
し
ろ
陸
游
自
身

の
日
常
生
活
や
周
辺
に
見
受
け
ら
れ
る
農
村
の
風
景
、
或
い
は
そ
こ
に
生
活
す
る
農
民
の
姿
が
詩
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
す
な
わ
ち
、『

詩
稿』

に
載
せ
る
詩
の
数
々
は
農
村
風
物
詩
と
し
て
の
色
彩
が
強
く
、
そ
こ
に
は
南
宋
の
農
村
社
会
の
姿
が
色
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濃
く
現
れ
て
い
る

(�)
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
が
故
に
陸
游
の
詩
は
農
村
社
会
の
情
景
を
読
み
取
る
の
に
適
し
た
素
材
で
あ
る
と
言
え

る
。

『

詩
稿』
に
着
目
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
時
系
列
に
沿
っ
た
編
纂
と
い
う
編
集
上
の
特
徴
に
あ
る
。『

詩
稿』

に
載
せ
る
詩
は
陸
游

自
身
や
そ
の
子
孫
達
の
手
に
よ
っ
て
作
成
順
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
系
列
に
そ
っ
た
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
陸

游
の
詩
は
作
成
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
特
に
銭
仲
聯
氏
に
よ
る
綿
密
な
考
証
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
つ
い
て
、
詳
細
な

も
の
で
は
月
単
位
で
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
季
節
単
位
で
作
成
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が

(�)

、
こ
う
し
た
成
果
を
援
用
す
れ
ば
、

『

詩
稿』

に
見
え
る
各
種
作
物
の
利
用
を
季
節
ご
と
に
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
、
単
な
る
計
量
的
な
分
析
に
止
ま
ら
ず
食
の
季

節
性
を
も
検
討
内
容
に
加
え
た
新
た
な
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。
数
あ
る
詩
文
の
中
か
ら

『

詩
稿』

を
採
り
上
げ
て

検
討
行
う
の
は
こ
う
し
た
特
徴
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
次
に
表
の
検
討
に
移
っ
て
い
こ
う
。

(

１)

食
の
季
節
性

さ
て
、
本
表
の
内
容
に
現
れ
る
穀
物
利
用
の
特
徴
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
特
記
す
べ
き
は
主
食
と
し
て
食
さ
れ
る
穀
物
の
多
様
性
で

あ
る
。
表
に
見
え
る
穀
物
に
は
コ
メ
の
他
に
ム
ギ
・
マ
メ
・
ソ
バ
・
マ
コ
モ
・
ア
ワ
・
キ
ビ
な
ど
が
あ
り
、
陸
游
を
始
め
と
し
た
山
陰

県
の
農
民
の
食
卓
に
上
が
る
穀
物
が
コ
メ
だ
け
に
は
限
ら
れ
ず
、
実
に
多
様
な
作
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
こ
か
ら
窺

え
る
。 東
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こ
う
し
た
食
生
活
は
従
来
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
我
々
の
持
つ
日
常
食
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
数
多
く
の
作
物
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
利
用
形
態
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
際
の
鍵
と
な
る
の
が
利
用
作
物
の
季
節
性
と
階
層
性
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。

ま
ず
は
季
節
性
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
表
中
の
各
作
物
に
つ
い
て
利
用
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
作
物
も
一
年
を
通
じ
て

一
定
の
利
用
頻
度
を
も
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
季
節
ご
と
の
利
用
に
ば
ら
つ
き
が
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
コ
メ
利
用
の
事

例
数

(

米
飯
＋
粥
の
事
例
数)
は
秋
に
六
四
例
、
冬
に
四
〇
例
と
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
春
と
夏
の
数
値
は
低
い
。
と
り

わ
け
春
季
の
利
用
事
例
は
少
な
く
、
一
年
の
内
で
も
春
は
コ
メ
の
消
費
量
が
最
も
落
ち
込
む
季
節
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ム
ギ
の
消
費
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
の
か
。
こ
こ
で
は
オ
オ
ム
ギ
の
数
値
を
参
考
に
し
て
見
て
い
く
が

(�)

、
そ
こ
か

ら
は
秋
と
冬
の
事
例
数
は
そ
れ
ぞ
れ
二
例
・
一
例
と
極
端
に
少
な
い
も
の
の
、
春
に
五
例
と
や
や
上
昇
し
、
夏
に
は
一
九
例
と
利
用
頻

度
が
格
段
に
高
ま
る
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
と
夏
に
利
用
頻
度
が
落
ち
込
ん
だ
コ
メ
と
は
対
照
的
な
消
費
傾
向
が
ム
ギ

に
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
作
物
利
用
の
季
節
性
か
ら
示
さ
れ
る
の
は
様
々
な
作
物
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
農
村
の
食
生

活
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
コ
メ
の
利
用
を
起
点
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
イ
ネ
の
栽
培
サ
イ
ク
ル

は
早
稲
・
晩
稲
な
ど
そ
の
品
種
に
よ
っ
て
ず
れ
が
あ
る
が
、
利
用
事
例
が
秋
季

(

新
暦
八
月
〜
一
〇
月
、
以
下
全
て
新
暦
で
示
す)

に
一
番

高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
山
陰
県
で
は
晩
稲
が
多
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
収
穫
さ
れ
た
コ
メ
は
一
定

の
量
が
租
税
や
小
作
料
と
し
て
国
家
や
地
主
に
徴
収
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
収
穫
直
後
に
あ
っ
て
は
コ
メ
の
貯
蔵
量
も
十
分
に
あ
り
、
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表
も
示
す
よ
う
に
新
米
が
盛
ん
に
食
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
日
常
的
な
消
費
を
通
じ
て
コ
メ
は
次
第
に
貯
蔵
量
を
減
ら
し
て
い
く
も
の
の
、
収
穫
か
ら
さ
ほ
ど
時
間
の
経
過
し
て
い
な
い

冬
季
の
時
点
で
は
利
用
事
例
は
四
〇
例
と
決
し
て
少
な
く
は
な
く
、
依
然
と
し
て
コ
メ
が
消
費
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
食
生
活
は
春
季
に
差
し
掛
か
る
と
変
化
が
訪
れ
、
一
一
例
と
事
例
数
は
急
激
に
減
少
す
る
。｢

粟�
久
し
く
尽
き
遺
粒
無

し

(�)｣
・｢

廩
粟
継
か
ざ
る
を
以
っ
て
遂
に
粥
を
食
す
る
を
罷
む

(�)｣
な
ど
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
収

穫
以
来
日
常
的
に
食
べ
続
け
て
き
た
コ
メ
が
底
を
つ
き
始
め
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
端
境
期
の
到
来
を
こ
こ
に
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
農
村
は
よ
ほ
ど
の
富
裕
層
で
も
な
い
限
り
こ
う
し
た
コ
メ
の
欠
乏
に
見
舞
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
夏
季
に
お
け
る
利
用
事
例
は
二
四
例
と
春
季
よ
り
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
早
稲
の
収
穫
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

詩
の
中
に
早
稲
の
一
品
種
で
あ
る
六
十
日
白
が
登
場
し
、
夏
季
の
新
米
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
窺
わ
れ
る

(�)

。

早
稲
の
収
穫
を
六
月
の
終
り
か
ら
七
月
の
上
旬
に
か
け
て
の
こ
と
と
す
る
と
、
コ
メ
の
端
境
期
は
春
か
ら
六
月
頃
に
か
け
て
の
こ
と
と

し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
に
示
し
た
コ
メ
利
用
の
年
間
サ
イ
ク
ル
を
勘
案
す
る
と
、
春
季
に
端
境
期
を
迎
え
て
か
ら
六
・
七
月
の
早
稲
の
収
穫
に
至
る
ま

で
の
時
期
が
最
も
窮
乏
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
生
活
を
維
持
し
て
い
く
上
で
は
こ
の
窮
乏
に
い
か
に
対
処
す
る
か

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
陸
游
の
詩
か
ら
は
そ
の
際
に
採
ら
れ
た
方
策
と
し
て
二
つ
の
方
向
性
が
看
取
さ
れ
る
。

一
つ
は
コ
メ
を
食
べ
尽
く
す
時
期
を
先
延
ば
し
に
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
で
あ
る
。
表
に
即
し
て
言
え
ば
豆
飯
・
菰
飯
の
存
在
が
そ

れ
に
あ
た
る
。
豆
飯
は
コ
メ
に
マ
メ
を
加
え
て
炊
い
た
も
の
で
、｢

農
を
為
し
て
飯
を
得
る
は
常
に
半
菽

(�)｣
と
の
句
か
ら
し
て
農
民
の
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間
で
は
一
般
的
な
食
品
で
あ
っ
た

(�)
。
ま
た
、
菰
飯
も
豆
飯
と
同
様
の
調
理
法
を
採
る
も
の
で
、
マ
メ
の
代
わ
り
に
マ
コ
モ
の
種
子

(

ワ

イ
ル
ド
ラ
イ
ス)

を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
調
理
法
の
採
用
は
、
コ
メ
に
コ
メ
以
外
の
作
物
か
ら
な
る
増
量
材
を
加
え
て
調
理
す
る
こ
と
で
消
費
さ
れ
る
コ
メ
の
量

を
節
約
し
、
コ
メ
を
食
い
つ
な
い
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
増
量
材
の
量
も
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
調
節
さ
れ
て

い
た
。｢

飯
を
得
る
も
菰
米
を
多
く
す

(�)｣
と
の
句
か
ら
は
マ
コ
モ
の
占
め
る
割
合
の
多
い
菰
飯
の
利
用
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
句
が
夏
場
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
整
を
行
い
つ
つ
コ
メ
の
貯
蔵
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
コ
メ

の
底
を
つ
く
時
期
を
早
め
る
こ
と
な
い
よ
う
努
め
る
農
民
の
工
夫
が
こ
の
調
理
法
に
は
働
い
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
食
べ
つ
く
し
た
コ
メ
の
代
替
物
と
な
る
作
物
を
求
め
る
方
向
性
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
の
が
ム

ギ
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ム
ギ
の
利
用
事
例
数
は
春
・
夏
に
高
く
、
特
に
夏
季
に
は
二
一
例
と
高
い
数
値
を
示
す
が
、
こ
れ
は
コ

ム
ギ
や
オ
オ
ム
ギ
の
収
穫
時
期
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ム
ギ
や
オ
オ
ム
ギ
の
栽
培
サ
イ
ク
ル
は
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て

播
種
し
、
翌
年
の
春
の
終
り
か
ら
夏
に
か
け
て
の
時
期
に
収
穫
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
春
か
ら
夏
に
か
け
て

起
こ
る
コ
メ
の
欠
乏
を
補
う
作
物
と
し
て
は
理
想
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

｢

旋
舂
せ
る
麦�
は
家
餐
を
続
ぐ

(�)｣

・｢

麦
飯
葵

羹
は
能
く
継
ぐ
を
貴
ぶ

(�)｣
な
ど
の
句
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ム
ギ
が
春
の
飢
餓
を
救
う
作
物
で
あ
る
こ
と
が
熟
知
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、｢

人
言
う
麦
信
に
春
来
の
好

(�)｣
・｢

麦
熟
し
家
家
喜
び
て
涎
を
墮
す

(�)｣
な
ど
人
々
の
ム
ギ
に
対
す
る
感
情
を
詩
中
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
表
に
現
れ
る
春
・
夏
の
ム
ギ
の
盛
ん
な
利
用
は
、
以
上
の
よ
う
な
作
物
の
特
性
と
の
関
わ
り
で
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。宋
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こ
こ
で
ム
ギ
の
利
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
類
縁
種
の
総
称
と
し
て
ム
ギ
の
語
を
用
い
て
き
た
が
、
周
知
の

通
り
ム
ギ
に
は
コ
ム
ギ
・
オ
オ
ム
ギ
・
ラ
イ
ム
ギ
・
エ
ン
バ
ク
な
ど
複
数
の
品
種
が
存
す
る
。
こ
の
う
ち
陸
游
の
詩
に
登
場
す
る
ム
ギ

は
コ
ム
ギ
と
オ
オ
ム
ギ
の
二
種
で
あ
る
。

陸
游
が
食
し
た
コ
ム
ギ
の
食
品
と
し
て
は
湯�
・
蒸�
・��
・�昆
飩
が
あ
る
が

(�)

、
こ
の
よ
う
な
南
宋
期
の
コ
ム
ギ
利
用
に
つ
い
て

は
既
に
周
藤
吉
之
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
陸
游
に
よ
る
コ
ム
ギ
の
盛
ん
な
利
用
が
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
そ
こ
か
ら
窺
い
知
れ
る

(�)
。

た
だ
し
、
ム
ギ
の
利
用
は
コ
ム
ギ
の
み
に
は
限
ら
れ
ず
、
オ
オ
ム
ギ
も
ま
た
農
村
で
は
重
要
な
食
糧
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す

の
が
麦
飯
の
存
在
で
あ
る
。
オ
オ
ム
ギ
を
そ
の
ま
ま
炊
く
か
或
い
は
コ
メ
を
加
え
て
炊
い
て
作
る
麦
飯
は
か
つ
て
日
本
の
農
村
社
会
で

も
広
く
食
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
表
中
の
二
〇
例
と
い
う
麦
飯
の
事
例
数
は
宋
代
の
華
中
社
会
で
も
食
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左

と
な
る
。
表
の
中
で
は
事
例
数
が
少
な
い
も
の
の
、
陸
游
の
詩
に
は

｢

韭
韲
麦
飯
日
び
餐
に
加
う

(�)｣

と
日
常
的
に
麦
飯
を
食
す
様
子
を

窺
わ
せ
る
句
や
、｢

家
家
に
麦
飯
の
美
き
あ
り

(�)｣
と
麦
飯
が
周
辺
の
農
家
の
間
で
広
く
食
さ
れ
て
い
た
様
子
を
示
す
句
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
麦
飯
を
詠
み
込
ん
だ
詩
は
陸
游
以
外
の
詩
人
に
も
存
す
る
こ
と
か
ら

(�)
、
農
村
に
あ
っ
て
麦
飯
の
利
用
は
一
地
域
に
限
定
さ

れ
た
現
象
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
オ
オ
ム
ギ
の
持
つ
日
常
的
な
作
物
と
い
う
性
格
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ム
ギ
が
日
々
の
食
事
の

み
な
ら
ず
、
節
日
や
客
人
の
来
訪
と
い
っ
た
非
日
常
的
な
状
況
に
あ
っ
て
も
供
さ
れ
る
作
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し

(�)
、
麦
飯
や�(
ム
ギ

コ
ガ
シ)

の
よ
う
な
オ
オ
ム
ギ
の
食
品
が
特
別
な
状
況
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
オ
オ
ム
ギ
は
も
っ
ぱ
ら
日
常
的
な
食
事
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の
場
で
利
用
さ
れ
る
作
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
コ
ム
ギ
と
オ
オ
ム
ギ
の
利
用
状
況
を
比
較
す
る
と
、
コ
ム
ギ
が
外
向
き
の
性
格
も
有

し
た
作
物
で
あ
る
半
面
、
オ
オ
ム
ギ
が
内
向
き
の
性
格
の
み
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
オ
オ
ム
ギ
は
日
常
生
活

に
密
着
し
た
作
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

(
２)
食
の
階
層
性

さ
て
、
以
上
に
示
し
た
食
の
季
節
性
に
加
え
て
本
表
か
ら
も
う
一
つ
読
み
取
れ
る
の
は
食
の
階
層
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た

め
に
、
以
下
ソ
バ
の
利
用
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
本
表
で
の
ソ
バ
の
利
用
事
例
数
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
五
例
に
止

ま
り
コ
メ
や
ム
ギ
の
事
例
数
と
比
べ
て
か
な
り
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
、
陸
游
の
詩
に
あ
っ
て
ソ
バ
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
風

景
は
し
ば
し
ば
描
写
の
対
象
と
な
っ
て
お
り

(�)
、
華
中
の
農
村
に
お
い
て
ソ
バ
の
栽
培
は
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
起

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
陸
游
の
取
り
扱
う
ソ
バ
に
は
食
物
の
事
例
と
栽
培
の
事
例
と
の
間
に
落
差
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ソ
バ
に
つ
い
て
は
も
う
一
点
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
陸
游
自
身
の
ソ
バ
に
対
す
る
消
極
性
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
ソ

バ
を
詠
ん
だ
詩
の
中
で
陸
家
の
食
卓
に
ソ
バ
が
登
場
す
る
事
例
は
一
例

(

巻
六
四
初
冬
絶
句)

に
と
ど
ま
る
。
他
の
事
例
の
う
ち
二
例
は

他
人
の
提
供
す
る
ソ
バ
料
理
の
相
伴
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

(

巻
三
三
贈
湖
上
父
老
十
八
韻
・
巻
三
三
題
庵
壁)

、
二
例
は
農
家

の
風
景
を
主
題
と
し
た
も
の

(

巻
七
三
秋
冬
之
交
雑
賦
・
巻
七
八
農
家)
で
あ
っ
て
、
陸
游
自
身
は
ソ
バ
を
そ
れ
ほ
ど
食
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
。
ソ
バ
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
く
た
め
の
鍵
に
な
る
の
が
ソ
バ
と
貧
困
と
の
強
い
関
わ
り
で
あ
る
。
陸
游
の
詩
の
中
か
ら
ソ
バ
と
生
活
環
境
と
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の
関
わ
り
を
明
確
に
知
り
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
詩
に
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
関
連
を
示
す

記
載
を
見
出
し
う
る
。
例
え
ば
、
前
掲

｢

贈
湖
上
父
老
十
八
韻｣

に
お
い
て
陸
游
は
知
己
の
父
老
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
ソ
バ
粉
で
作
っ

た�
を
振
舞
わ
れ
る
が
、
父
老
の
家
が

｢

貧
舎｣

と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て

(�)

、
父
老
自
身
は
決
し
て
裕
福
な
暮
ら
し
向
き
の
も

と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ま
た
、｢

農
家｣

は
農
家
一
般
の
細
か
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
描
写
し
た
連
作
で
あ
っ

て
、
特
定
の
農
家
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
ソ
バ
の�
を
食
す
る
農
家
は

｢

豪
家｣

の

｢

督
債｣

を
受
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら

(�)
、
富
農
と
は
言
い
が
た
い
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
う
る
。

こ
れ
ら
の
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
ソ
バ
と
貧
困
と
の
関
係
の
深
さ
で
あ
る
。
筆
者
も
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
ソ
バ
は
一

般
的
に
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
栽
培
を
積
極
的
に
行
う
人
々
の
多
く
は
貧
困
層
に
属
し
、
富
農
に
と
っ
て
ソ
バ
は
イ
ネ
や
マ
メ

が
水
害
等
で
栽
培
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た
際
に
代
替
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
作
物
で
あ
っ
た

(�)

。

官
職
を
退
い
た
後
の
陸
游
は
決
し
て
裕
福
な
経
済
状
況
の
も
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
朝
廷
よ
り
祠
禄
を
受
け
て
い
た
こ
と

に
加
え
て
、
自
身
の
所
有
す
る
畑
を
耕
し
て
野
菜
を
栽
培
し
、
ま
た
村
医
者
や
寺
小
屋
の
教
師
・
代
書
屋
な
ど
の
副
業
を
持
っ
て
い
た

こ
と
か
ら

(�)
、
極
貧
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る

(�)
。
す
な
わ
ち
、『

詩
稿』

に
登
場
す
る
ソ
バ
の
事
例
の
少

な
さ
は
、
陸
游
が
ソ
バ
を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
貧
困
を
託
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
食
物
と
階
層
性
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
他
の
史
料
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
北
宋
期
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
孔
仲
武
は

荊
湖
路
の
状
況
を

｢

竊
に
以
う
に
、
湖
南
地
方
の
民
財
は
江
西
の
処
と
等
し
か
ら
ず
。
大
抵
美
壌
少
く
し
て
瘠
田
多
し
。
故
に
戸
口
衆

き
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
民
富
ま
ず
、
年
り
有
る
に
遇
う
と
雖
も
、
中
家
菽
と
粟
を
食
す
を
免
か
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
厚
薄
は
知
る
べ
し｣
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と
述
べ
て
い
る

(�)
。
こ
こ
で
は
ア
ワ
や
マ
メ
の
利
用
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は

｢

中
家
菽
と
粟
を
食
す
を
免

か
れ
ざ
れ
ば｣

と
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
ア
ワ
や
マ
メ
が
本
来
中
流
の
家
庭
な
ら
ば
主
食
と
し
て
利
用
さ
れ
な
い
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
一
般
に
ア
ワ
や
マ
メ
は
貧
困
層
の
食
す
る
穀
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
南
宋
中
期
の
人
舒��
は

｢

貧
民
・
下
戸
、
陸
種
に
仰
給
す
る
者
尤
も
衆
し

(�)｣

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貧
困
層
と
畑

作
作
物
と
は
深
い
関
わ
り
の
下
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、『

詩
稿』

に
見
え
る
作
物
利
用
の
姿
を
中
心
と
し
て
南
宋
期
の
農
村
に
お
け
る
日
常
食
の
様
相
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
か

ら
窺
わ
れ
る
の
は
利
用
さ
れ
る
作
物
の
多
様
性
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
景
と
し
て
の
作
物
利
用
の
季
節
性
と
階
層
性
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
徴
が
示
す
も
の
は
農
民
た
ち
の
食
生
活
が
コ
メ
の
み
で
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
実
態
で
あ
る
。

確
か
に
表
に
現
れ
る
事
例
数
だ
け
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、
食
生
活
の
中
に
あ
っ
て
コ
メ
は
最
も
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
し
か
し
、
表
中
に
示
さ
れ
る
作
物
利
用
の
傾
向
は
コ
メ
利
用
の
恒
常
性
を
否
定
し
て
い
る
。
作
物
利
用
の
季
節
性
は
よ
ほ
ど
の

富
農
で
も
な
い
限
り
収
穫
さ
れ
た
コ
メ
は
翌
年
の
夏
ま
で
に
は
尽
き
て
し
ま
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
ま
た
階
層
性
の
存
在
は
生
産

性
の
低
下
に
伴
っ
て
コ
メ
利
用
の
頻
度
も
低
下
し
、
コ
メ
以
外
の
作
物
に
対
す
る
依
存
度
が
上
昇
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
都
市
民
や
一
部
の
富
農
を
除
く
と
宋
代
に
お
い
て
コ
メ
の
み
を
も
っ
て
年
間
を
通
し
た
再
生
産
活
動
を
維
持
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
コ
メ
の
不
足
分
を
補
う
べ
く
ム
ギ
を
初
め
と
し
た
畑
作
作
物
が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ

こ
に
農
村
社
会
に
お
け
る
畑
作
の
重
要
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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お

わ

り

に

以
上
、
畑
作
と
い
う
要
素
を
中
心
と
し
つ
つ
宋
代
華
中
の
農
業
生
産
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
。
検
討
内
容
を
こ
こ
で
具
体
的
に

繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
る
が
、
宋
代
華
中
農
業
像
の
前
提
と
し
て
農
書
や
勧
農
文
に
見
ら
れ
る
先
端
技
術
が
当
時
の
一
般
的
な
農
業
の

姿
を
体
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
現
実
が
存
し
、
ま
た
そ
れ
故
に
稲
作
の
生
産
力
水
準
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
く
、
一
年
を

通
じ
て
コ
メ
を
消
費
で
き
る
階
層
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
コ
メ
の
不
足
分
を
補
う
必
要
も
あ
っ
て
華
中
社
会
に
は

畑
作
作
物
に
対
す
る
高
い
需
要
が
存
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

(�)
。

こ
れ
ら
の
諸
点
は
宋
代
華
中
の
農
業
生
産
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
無
論
そ
れ
を
宋
代
の
華

中
社
会
全
般
に
適
用
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
江
南
デ
ル
タ
地
帯
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
水
稲
作
が
畑
作
を
遥
か
に
優
越
す
る
環
境
も

多
々
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
宋
代
華
中
の
農
業
生
産
に
つ
い
て
の
具
体
像
を
提
示
す
る
た
め
に
は
地
域
性
に
配
慮
し
た
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
今
後
の
重
要
な
課
題
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
〇

註

(

１)

天
野
元
之
助｢

陳�
の｢

農
書｣

と
水
稲
作
技
術
の
展
開(

上)｣

(『

東
方
学
報』

一
九
、
一
九
五
〇)

、｢

同

(

下)｣
(『

東
方
学
報』

二
一
、
一
九
五
二)

、｢

宋
代
の
農
業
と
そ
の
社
会
構
造｣

(『

人
文
研

究』

一
四
―
六
、
一
九
六
三)

、
周
藤
吉
之

｢

宋
代
の�
田
と
荘
園

制｣
(『

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要』

一
〇
、
一
九
五
六
、
の
ち
補
訂
し

て

『

宋
代
経
済
史
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二)

に
再

録)

、｢

南
宋
稲
作
の
地
域
性｣

(『

史
学
雑
誌』

七
〇
―
六
、
一
九
六

一
、
の
ち
補
訂
し
て

『

宋
代
経
済
史
研
究』

に
再
録)

、｢

南
宋
に
於

け
る
稲
の
種
類
と
品
種
の
地
域
性｣

(『

宋
代
経
済
史
研
究』

東
京
大
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二
一

学
出
版
会
、
一
九
六
二)

、｢

宋
代
浙
西
地
方
の
囲
田
の
発
展

土

地
所
有
制
と
の
関
係

｣
(『

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要』

三
九
、
一

九
六
五
、
の
ち
補
訂
し
て

『

宋
代
史
研
究』

(

東
洋
文
庫
、
一
九
六

九)

に
再
録)
。

(

２)

長
瀬
守

｢
北
宋
末
に
お
け
る
趙
霖
の
水
利
政
策｣

(『

東
洋
史
学

論
集』

二
、
一
九
五
四
、
の
ち

｢

北
宋
末
に
お
け
る
趙
霖
の
水
利
学

と
そ
の
展
開｣

に
改
題
し
て

『

宋
元
水
利
史
研
究』

(

国
書
刊
行
会
、

一
九
八
三)

に
再
録)

、｢
北
宋
に
お
け
る
江
南
太
湖
周
域
の
水
利
学｣

(『

琉
球
大
学
法
文
紀
要』

二
二
、
一
九
七
九
、
の
ち

｢

宋
代
に
お
け

る
単
鍔
の
水
利
学｣

に
改
題
し
て

『
宋
元
水
利
史
研
究』

に
再
録)

、

｢

宋
元
時
代
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
水
利
・
農
業
の
技
術
的
展
開

華
北
と
の
対
比
に
お
い
て

｣
(『
歴
史
人
類』

九
、
一
九
八

〇
、
の
ち

『

宋
元
水
利
史
研
究』

に
再
録)

、
西
岡
弘
晃

｢

宋
代
蘇

州
に
お
け
る
浦
塘
管
理
と
囲
田
構
築｣

(

中
国
水
利
史
研
究
会
編

『

佐
藤
博
士
還
暦
記
念
中
国
水
利
史
論
集』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八

一
、
の
ち

『

中
国
近
世
の
都
市
と
水
利』

(

中
国
書
店
、
二
〇
〇
四)

に
再
録)

。

(

３)

游
修
齢

｢

占
城
稲
質
疑｣

(『

農
業
考
古』

一
九
八
三
―
一)

、

｢

宋
代
的
水
稲
生
産｣

(『

中
国
水
稲
科
学』

一
九
八
六
―
一
、
共
に

の
ち

『

稲
作
史
論
集』

(

中
国
農
業
科
技
出
版
社
、
一
九
九
三)

に

再
録)

。

(

４)

梁
庚
堯

｢

北
宋
的�
田
政
策｣

(

国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
編

『

世
変
、
群
体
与
個
人』

国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
、
一
九
九
六
、

の
ち

『

宋
代
社
会
経
済
史
論
集』

上

(

允
晨
文
化
実
業
、
一
九
九
七)

に
再
録)

。

(

５)

差
し
当
た
っ
て
こ
こ
で
は
繆
啓
愉

『

太
湖
塘
浦�
田
史
研
究』

(

農
業
出
版
社
、
一
九
八
五)

、�
肇
経
主
編

『

太
湖
水
利
技
術
史』

(

農
業
出
版
社
、
一
九
八
七)

、
太
湖
地
区
農
業
史
研
究
課
題
組
編
著

『

太
湖
地
区
農
業
史
稿』

(

農
業
出
版
社
、
一
九
九
〇)

、
魏
嵩
山

『

太
湖
流
域
開
発
探
源』

(

江
西
教
育
出
版
社
、
一
九
九
三)

な
ど
を

挙
げ
る
に
止
め
て
お
く
。

(

６)

渡
部
忠
世
・
桜
井
由
躬
雄
編

『

中
国
江
南
の
稲
作
文
化』

(

日

本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
四)

。

(

７)

足
立
啓
二

｢

宋
代
両
浙
に
お
け
る
水
稲
作
の
生
産
力
水
準｣

(『

熊
本
大
学
文
学
部
論
叢』

一
七
、
一
九
八
五)

、｢

宋
代
以
降
の
江

南
稲
作｣

(

高
谷
好
一
編

『

稲
の
ア
ジ
ア
史』

二
、
一
九
八
七)

、
大

澤
正
昭

｢�
蘇
湖
熟
天
下
足�

｢

虚
像｣

と

｢

実
像｣

の
あ
い

だ｣
(『

新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に』

一
七
九
、
一
九
八
五
、
の
ち

｢

宋
代

｢

江
南｣

の
生
産
力
評
価
を
め
ぐ
っ
て｣

に
改
題
し
て

『

唐

宋
変
革
期
農
業
社
会
史
研
究』

(

汲
古
書
院
、
一
九
九
六)

に
再
録)

、

｢
宋
代

｢

河
谷
平
野｣

地
域
の
農
業
経
営
に
つ
い
て

江
西
・
撫

州
の
場
合

｣
(『

上
智
史
学』

三
四
、
一
九
八
九
、
の
ち

『

唐
宋
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二
二

変
革
期
農
業
社
会
史
研
究』

に
再
録)

。
な
お
、
以
下
大
澤
氏
の
成

果
の
引
用
は

『

唐
宋
変
革
期
農
業
社
会
史
研
究』

の
頁
数
に
よ
る
。

(

８)
こ
れ
以
降
も
中
国
で
は
宋
代
農
業
史
に
関
す
る
研
究
は
盛
ん
に

な
さ
れ
、
足
立
・
大
澤
両
氏
の
成
果
に
対
し
て
宋
代
の
江
南
デ
ル
タ

農
業
の
先
進
性
を
強
調
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る

(

例
え
ば
、
李
根
蟠

｢

長
江
下
游
稲
麦
複
種
制
的
形
成
和
発
展｣

(『

歴
史
研
究』

二
〇
〇

二
―
五)

な
ど)

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
に

｢

高
地｣

・｢

下
地｣

の
別
に
着
目
し
た
両
氏
の
論
点
に
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
は

見
受
け
ら
れ
ず
、
両
氏
の
研
究
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た
成
果
は
未

だ
現
れ
て
い
な
い
。

(

９)

斯
波
義
信

｢

浙
江
湖
州
に
お
け
る
定
住
の
沿
革｣

(

木
村
英
一

博
士
頌
寿
記
念
事
業
会
編

『

中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索』

創
文
社
、

一
九
七
六)

、｢

唐
宋
時
代
に
お
け
る
水
利
と
地
域
組
織｣

(

星
博
士

退
官
記
念
中
国
史
論
集
編
集
委
員
会
編

『

中
国
史
論
集』

星
斌
夫
先

生
退
官
記
念
事
業
会
、
一
九
七
八)

。

(

10)

草
野
靖

｢

唐
宋
時
代
に
於
け
る
農
田
の
存
在
形
態

(
上)｣

(『

法
文
論
叢』

三
一
、
一
九
七
二)

、｢

同

(

中)｣
(『

法
文
論
叢』

三
三
、
一
九
七
四)

、｢

同

(

下)｣
(『

熊
本
大
学
文
学
部
論
叢』

一

七
、
一
九
八
五)

。

(

11)

北
田
英
人

｢

中
国
太
湖
周
辺
の

『

塢』

と
定
住｣

(『

史
朋』

一

七
、
一
九
八
四)

。

(

12)

上
田
信

｢

地
域
の
履
歴

浙
江
省
奉
化
県
忠
義
郷

｣

(『

社
会
経
済
史
学』

四
九
―
二
、
一
九
八
三)

。

(

13)

流
域
ご
と
に
異
な
る
生
態
環
境
と
そ
れ
に
応
じ
た
定
住
・
生
産

の
傾
向
に
つ
い
て
は
斯
波
義
信

『

宋
代
江
南
経
済
史
の
研
究』

(

汲

古
書
院
、
一
九
八
八)

一
六
九
〜
一
七
四
頁
を
参
照
。

(

14)
『

魯
斎
集』

巻
九
水
災
後
箚
子

膏
腴
在
下
而
瀕
渓
、
磽
瘠
居
高
而
帯
山
。
下
者
宜�
宜
粳
宜�
、

高
者
宜
粟
宜
豆
宜
油
麻
、
又
其
次
則
蕎
麦
・
芋
・
果
・
蔬
・�
。

(

15)
｢

南
宋
に
於
け
る
麦
作
の
奨
励
と
二
毛
作｣

(『

日
本
学
士
院
紀

要』

一
三
―
三
・
一
四
―
一
、
一
九
五
五
、
の
ち
補
訂
し
て

『

宋
代

経
済
史
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二)

に
再
録)

。

(

16)

例
え
ば
、『

建
炎
以
来
繋
年
要
録』

巻
八
七
紹
興
五
年
三
月
辛

卯
条
に
見
え
る
陳
桷
の｢

臣
願
勅
分
屯
諸
帥
、
占
射
無
主
荒
田
、
…
…

因
地
所
宜
種
麻
・
粟
・
稲
・
麦｣

と
い
う
発
言
な
ど
。

(

17)
『

昌
谷
集』

巻
七
湖
荘
創
立
本
末
与
後
渓
劉
左
史
書

有
田
百
畝
。
或
雑
於
其
間
、
或
繞
其
旁
、
取�
稲
於
下
湿
、
課
粟

於
坡
阜
。

(

18)
『

象
山
先
生
全
集』

巻
一
六
与
章
茂
徳

此
間
田
不
分
早
晩
、
但
分
水
陸
。
陸
田
者
只
種
麦
・
豆
・
麻
・
粟
、

或
蒔
蔬
栽
桑
、
不
復
種
禾
。
水
田
乃
種
禾
。

(

19)
『

字
渓
集』

巻
二
与
紹
慶
太
守
論
時
政
書
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二
三

照
会
、
本
府
地
産
全
仰
麦
粟
二
種
、
以
養
人
民
、
以
応
軍
食
。

(
20)
か
つ
て
李
伯
重
氏
は
マ
ー
ク
・
エ
ル
ヴ
ィ
ン
氏
の
説
に
依
拠
し

つ
つ
、
技
術
の
進
展
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
技
術
の
発

明
・
生
産
現
場
で
の
採
用
・
普
及
の
三
区
分
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
が

(『

江
南
農
業
的
発
展

(1620

〜1850)』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七)

、
四
六
頁)

、
農
業
史
研
究
に
お

い
て
こ
う
し
た
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

(

21)

陳�『
農
書』

の
詳
細
に
つ
い
て
は
大
澤
正
昭

『

陳�
農
書
の

研
究』

(

農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
三)

を
参
照
。

(

22)

陳�『
農
書』�
耘
之
宜
篇

詩
云
、
以�
荼
蓼
、
荼
蓼
朽
止
、
黍
稷
茂
止
。
記
礼
者
曰
、
仲
夏

之
月
、
利
以
殺
草
、
可
以
糞
田
疇
、
可
以
美
土
疆
。
今
農
夫
不
知

有
此
。
乃
以
其
耘
除
之
草
、
抛
棄
他
処
、
而
不
知
和
泥
渥
濁
、
深

埋
之
稲
苗
根
下
、�
罨
既
久
、
即
草
腐
爛
、
而
泥
土
肥
美
、
嘉
穀

蕃
茂
矣
。

(

23)

例
え
ば
、
陳�
は
天
時
之
宜
篇
に
て

｢

今
人
雷
同
し
、
建
寅
の

月
朔
を
以
っ
て
始
春
と
為
し
、
建
巳
の
月
朔
を
首
夏
と
為
す｣
と
農

民
を
非
難
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
を
通
じ
て
当
時
農
民
が
独
自
の

暦
に
基
づ
き
農
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
祈
報
篇
の｢

今
農
に
従
事
す
る
者
は
類
ね
然
る
こ
と
能
わ
ず
…
…

烏
ん
ぞ
能
く
悉
く
先
王
の
典
故
を
循
用
せ
ん
や
。
其
春
・
秋
二
時
の

社
祀
に
于
い
て
は
僅
か
に
能
く
之
を
挙
ぐ
る
も
、
祈
報
の
礼
に
至
り

て
は
蓋
し
蔑
如
た
る
な
り｣

と
の
言
か
ら
は
、
農
民
の
間
で
儒
教
に

基
づ
い
た
祭
礼
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
一
方
で
土
地
神
に
対

す
る
祭
礼
は
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
農
村
社
会
に
お
け
る
実
態

が
窺
わ
れ
る
。

(

24)

註

(

22)

陳�『

農
書』

。

(

25)

陳�『
農
書』

善
其
根
苗
篇

若
不
得
已
而
用
大
糞
、
必
先
以
火
糞
久
窖
罨
、
乃
可
用
。
多
見
人

用
小
便
生
澆
灌
、
立
見
損
壊
。

(

26)
『

止
斎
先
生
文
集』

巻
四
四
桂
陽
軍
勧
農
文

�
浙
之
土
、
最
是
瘠
薄
。
必
有
鋤
耙
数
番
、
加
以
糞
漑
、
方
為
良

田
。
此
間
不
待
施
糞
、
鋤
耙
亦
希
。
所
種
禾
麦
、
自
然
秀
茂
、
則

知
其
土
膏
腴
。

(

27)
『

黄
氏
日
抄』

巻
七
八
咸
淳
八
年
春
勧
農
文

撫
州
勤
力
者
、
耘
得
一
両
遍
、
懶
者
全
不
耘
。
…
…
撫
州
勤
力
者
、

斫
得
些
少
柴
草
在
田
、
懶
者
全
然
不
管
。

(

28)
『

朱
文
公
文
集』

巻
九
九
勧
農
文

土
風
習
俗
大
率
懶
惰
、
耕
犂
種
蒔
既
不
及
時
、
耘
耨
培
糞
又
不
尽

力
。

(
29)

大
澤
註

(

７)
｢

宋
代

｢

河
谷
平
野｣

地
域
の
農
業
経
営
に
つ

い
て｣

二
七
〇
〜
二
七
二
頁
。
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(
30)

大
澤
註

(

７)
｢

宋
代

｢

河
谷
平
野｣

地
域
の
農
業
経
営
に
つ

い
て｣

二
七
五
頁
。

(

31)
朱
瑞
熙
ほ
か
編

『

宋
遼
西
夏
金
社
会
生
活
史』

(

中
国
社
会
科

学
出
版
社
、
一
九
九
八)

の
よ
う
に
宋
代
の
日
常
食
に
つ
い
て
触
れ

る
論
者
は
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
大
半
は
食
品
の
羅
列
に
終
始
し

た
も
の
で
あ
り
、
宋
代
社
会
と
日
常
食
と
の
関
わ
り
に
ま
で
踏
み
込

ん
だ
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
斯
波
義
信
氏

の
研
究
は
江
南
地
方
の
民
間
の
主
穀
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
宋
代

に
は
コ
メ
の
品
種
も
数
多
く
確
認
さ
れ
、
特
に
占
城
稲
を
始
め
と
す

る
低
品
質
の
コ
メ
は
貧
し
い
農
民
な
ど
低
い
階
層
の
人
々
の
間
で
食

さ
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
な
ど
示
唆
に
富
む
(『

宋
代
商
業
史
研
究』

風
間
書
房
、
一
九
六
八
、
一
四
九
〜
一
五
二
頁)

。
斯
波
氏
の
提
示

さ
れ
る
コ
メ
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
筆
者
は
大
い
に
首
肯
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
一
方
で
こ
の
議
論
に
お
い
て
コ
メ
以
外
の
作
物
の
利

用
実
態
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ

ち
、
斯
波
氏
の
見
解
は
日
常
食
の
総
体
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と

言
い
が
た
く
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
同
様

の
理
由
に
よ
り
篠
田
統
氏
の
成
果

(『

中
国
食
物
史』

柴
田
書
店
、

一
九
七
四)

も
全
面
的
に
依
拠
で
き
る
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

(

32)

以
下
、
陸
游
に
関
す
る
事
柄
は
一
海
知
義
氏
の
解
説

(『

陸
游』

岩
波
書
店
、
一
九
六
二
、
の
ち
補
訂
を
加
え
て

『

陸
游
詩
選』

(

岩

波
書
店
、
二
〇
〇
七)

及
び

『

一
海
知
義
著
作
集』

三

(

藤
原
書
店
、

二
〇
〇
九)

に
再
録)

に
多
く
を
拠
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
著
作
集

版
を
参
照
し
た
。

(

33)
『

詩
稿』

の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
村
上
哲
見

｢

陸
游

｢

剣
南

詩
稿｣

の
構
成
と
そ
の
成
立
過
程｣

(

小
尾
博
士
古
稀
記
念
事
業
会

編

『

小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論
集』

汲
古
書
院
、
一
九
八
三)

を
参
照
。

(

34)

一
海
氏
は
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
陸
游
の
詩
に

｢

信
頼
す
べ
き
大

部
な
百
科
事
典
、
あ
る
い
は
含
蓄
の
深
い
農
村
歳
時
記
と
し
て
の
役

割
を
は
た
す｣

(

註

(

32)

解
説
、
二
九
頁)

と
の
評
価
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。

(

35)

銭
仲
聯

『

剣
南
詩
稿
校
注』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五)

。

(

36)

表
中
に
コ
ム
ギ
の
数
値
は
掲
げ
て
あ
る
も
の
の
、
実
の
と
こ
ろ

コ
ム
ギ
の
数
値
は
日
常
食
の
実
態
を
導
き
出
せ
る
性
質
の
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
コ
ム
ギ
は
日
常
的
な
利
用
に
加
え

て
節
日
や
祭
礼
、
或
い
は
客
人
の
訪
問
な
ど
の
機
会
に
供
さ
れ
る
事

例
が
数
多
く
存
し
、
詩
に
詠
わ
れ
る
コ
ム
ギ
の
消
費
が
農
民
の
日
常

的
な
食
事
を
反
映
し
た
も
の
か
否
か
を
明
確
に
分
類
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
コ
ム
ギ
の
数
値
に
つ

い
て
は
分
析
の
対
象
と
し
な
い
。

(

37)
『

詩
稿』

巻
二
九
閔
雨
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二
五

粟�
久
尽
無
遺
粒
、
涙
席
嘗
沾
有
旧
痕

(
38)

『

詩
稿』

巻
五
一
晨
起
、
自
注

近
以
病
後
、
晨
廃
読
書
、
又
以
廩
粟
不
継
、
遂
罷
食
粥
。

(

39)
『

詩
稿』
巻
三
三
立
秋
後
四
日
雨

杯
泛
鵝
児
供
小
啜
、
碓
舂
雲
子
喜
新
嘗

『

詩
稿』

巻
五
七
野
飯

六
十
日
白
可
続
飯
、
三
千
年
清
向
与
人

堪
笑
此
翁
頑
似
鉄
、
還

山
又
食
一
番
新

(

40)
『

詩
稿』

巻
五
四
飯
飽
昼
臥
戯
作
短
歌

為
農
得
飯
常
半
菽
、
出
仕
固
応
甘
脱
粟

(

41)

豆
飯
の
語
は

『

漢
書』�
方
進
伝
の
出
典
か
ら
貧
困
の
象
徴
と

し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
詩
に
登
場
す
る
こ
と
が
即
座
に
実

際
の
豆
飯
の
利
用
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
陸
游
の
詩
に
は

｢

豆
飯
は
沙�參
を
雑
う｣

(

巻
四
三
対
酒)

・｢

俄
に
豆
飯
の
熟
す
る
を

報
ず｣

(

巻
五
〇
斎
中
雑
題)

・｢

軟
炊
せ
る
豆
飯
日
を
支
う
べ
し｣

(

巻
六
九
泛
舟
過
金
家�更
贈
売
薪
王
翁
、
第
四
首)

と
実
際
に
豆
飯

を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

豆
飯
の
語
は
決
し
て
修
辞
上
の
表
現
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実

の
食
生
活
も
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
か

ろ
う
。

(

42)
『

詩
稿』

巻
四
五
貧
居

得
飯
多
菰
米
、
烹
蔬
半
薬
苗

(

43)
『

詩
稿』

巻
二
一
梅
雨

剰
采
芸
香
辟
書
蠧
、
旋
舂
麦�
続
家
餐

(

44)
『

詩
稿』

巻
六
七
菴
中
紀
事
用
前
輩
韻

山
僧
野
叟
到
即
留
、
麦
飯
葵
羹
貴
能
継

(

45)
『

詩
稿』

巻
三
八
春
日
小
園
雑
賦

人
言
麦
信
春
来
好
、
湯�
今
年
慮
已
寛

(

46)
『

詩
稿』

巻
四
三
雨
夜

麥
熟
家
家
喜
墮
涎
、
亀
堂
依
旧
突
無
煙

(

47)�
は
小
麦
粉
製
品
の
総
称
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
加
熱
方
法
の

違
い
に
応
じ
て
湯�
・
蒸�
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
か
れ
る
。��
・

�昆
飩
は
湯�
・
蒸�
の
一
種
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
の

｢

ほ
う
と

う｣

・｢

ワ
ン
タ
ン｣

に
連
な
る
食
品
で
あ
る
。

(

48)

周
藤
註

(

15)

論
文
。
た
だ
し
、
周
藤
氏
の
研
究
は
都
市
に
お

け
る
利
用
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
ま
た
オ
オ
ム
ギ
の
利
用
に
対

す
る
検
討
も
限
定
的
で
あ
っ
て
意
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
言

い
が
た
い
。

(

49)
『

詩
稿』

巻
二
二
自
笑

自
笑
胸
中
抵
海
寛
、
韭
韲
麦
飯
日
加
餐

(
50)

『

詩
稿』

巻
三
〇
時
雨

家
家
麦
飯
美
、
処
処
菱
歌
長
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(
51)

例
え
ば
、｢

田
舎
人
忙
麦
飯
香｣

(『

秋
崖
集』

巻
八
山
中)

・

｢
今
年
麦
飯
滑
流
匙｣

(『

宮
教
集』

巻
二
喜
晴)

・｢

旋
炊
麦
飯
非
常

飽｣
(『

頤
庵
居
士
集』

巻
下
雨
後
訪
田
家)

な
ど
。

(

52)

例
え
ば
、
立
春
の
日
に
は�
や��
が
食
さ
れ

(『

詩
稿』

巻

三
五
北
園
雑
詠
、
第
四
首
・
巻
五
六
対
食
戯
作
・
巻
六
一
自
開
歳
陰

雨
連
日
未
止)

、
ま
た
病
か
ら
回
復
し
て
久
し
ぶ
り
に
近
隣
を
散
策

し
た
陸
游
を
村
人
が
喜
び
も
て
な
し
た
際
に
酒
と
共
に
供
さ
れ
た
の

も�
で
あ
っ
た

(『

詩
稿』
巻
二
七
秋
晩
閑
歩
隣
曲
以
予
近
嘗
臥
病

皆
欣
然
迎
労)

。

(

53)

例
え
ば

｢

蕎
麦
初
熟
刈
者
満
野
喜
而
有
作｣
(『

詩
稿』

巻
一
九)

な
ど
。

(

54)
『

詩
稿』

巻
三
三
贈
湖
上
父
老
十
八
韻

貧
舎
有
盤�
、
勿
責
異
味
重��
新
油
香
、
黍
酒
甕
面
濃

(

55)
『

詩
稿』

巻
七
八
農
家
、
第
五
首

油
香��
脆
、
人
静
布
機
鳴

県
吏
催
科
簡
、
豪
家
督
債
軽

(

56)
｢

中
国
に
お
け
る
ソ
バ
に
つ
い
て｣

(『

史
苑』

六
六
―
一
、
二

〇
〇
五)

、｢

中
国
に
お
け
る
ソ
バ
食
に
つ
い
て｣

(

木
村
茂
光
編

『

雑
穀
Ⅱ

粉
食
文
化
論
の
可
能
性』

青
木
書
店
、
二
〇
〇
六)

。

(

57)

陸
游
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
は
一
海
註

(

32)

解
説
及
び
一
海

知
義

｢

村
医
者
・
寺
小
屋
・
村
芝
居

陸
放
翁
田
園
詩
ノ
ー
ト

(

一)｣
(『

近
代』

五
七
、
一
九
八
一
、
の
ち

『

一
海
知
義
著
作
集』

三

(

藤
原
書
店
、
二
〇
〇
九)

に
再
録)

を
参
照
。

(

58)

無
論
、『

詩
稿』

に
は
自
身
の
貧
し
さ
を
嘆
く
詩
が
多
々
見
ら

れ
る
が
、
自
身
の
邸
宅
や
耕
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
や
、
畑
の
耕

作
を
担
う
下
男
や
家
事
を
行
う
婢
を
雇
う
だ
け
の
金
銭
的
な
余
裕
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
経
済
的
に
は
最
下
層
に
属
し
て
い
た
と
は
言
い
が

た
い
。

(

59)
『

清
江
三
孔
集』

巻
一
六
代
上
執
政
書

竊
以
、
湖
南
地
方
民
財
不
与
江
西
処
等
、
大
抵
美
壌
少
而
瘠
田
多
。

故
戸
口
雖
衆
、
而
民
不
富
、
雖
遇
有
年
、
中
家
不
免
食
菽
与
粟
、

則
其
厚
薄
可
知
。

(

60)
『

舒
文
靖
集』

巻
下
与
陳
倉

矧
此
邦
山
多
田
少
、
貧
民
・
下
戸
仰
給
于
陸
種
者
尤
衆
。

(

61)

こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
大
澤
氏
や
長
井
千
秋
氏
の
採
ら

れ
た
、
コ
メ
の
み
を
対
象
と
し
て
穀
物
消
費
量
を
算
出
し
、
そ
の
数

値
を
前
提
に
小
農
家
庭
の
再
生
産
活
動
を
論
じ
る
手
法
に
つ
い
て
も

修
正
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
両
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
大
澤
註

(

７)

｢

宋
代

｢

河
谷
平
野｣

地
域
の
農
業
経
営
に
つ
い
て｣

及
び
長
井
千

秋

｢

南
宋
時
代
江
南
の
小
農
経
営
と
租
税
負
担｣

(『

東
洋
史
苑』

四

七
、
一
九
九
六)

を
参
照
。

(

立
教
大
学
非
常
勤
講
師)


