
日

本

農

法

史

試

論

―

―
農
業
革
〈叩
か
ら
農
法
革
命

令
―

‐

一
　

一
九
七
〇
年
代

の
問
題
提
起

「
日
本
で
は
、
水
田
を
作
り
、
そ
こ
に
米
を
作
る
こ
と
に
農
業
の

中
心
を
置
く
こ
と
が
、
古
く
か
ら
、
そ
の
と
き
ど
き
の
権
力
者
に

よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
今
日
の
よ
う
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
多
分
そ

の
た
め
だ
と
思
う
の
だ
が
、
畑
作
で
は
、
地
方
地
方
に
む
い
た
輪
栽

方
式
が
事
実
上
で
き
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
輪
栽
に
水
田

を
組
み
込
む
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
」
。
「
日
本
で

の
農
業
革
命
―
―
農
法
的
な
意
味
で
の
―
―
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
絶

対
に
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
田
ん
ぼ
と
い
う
も
の
を
、
田
畑

輪
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
畑
と
の
輪
栽

の
な
か
に
入
れ
込
ん
で

や

っ
て
い
く
農
法
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
」
亀
農
法
』、
農
文
協
、　
一
九

徳
　
水ヽ

光
　
俊

七
二
、
『農
家
と
語
る
農
業
論
』、
農
文
協
、　
一
九
七
四
）。

以
上
は
、　
一
九
七
〇
年
代
に
農
法
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た

農
業
思
想
家
守
田
志
郎
の
言
葉
で
あ
る
。
二
〇
年
以
上
も
前
に
読
ん

だ
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
農
業
革
命
と
い
え
ば
あ
た
り
ま
え
の
よ
う

に
近
代
の
明
治
農
法
を
考
え
て
い
た
当
時
は
、
守
田
の
真
意
が
よ
く

つ
か
め
ず
、
何
か
ひ
っ
か
か
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
続
く
だ
け
だ
っ

た
。
守
田
に
は
当
時
す
で
に
、
日
本
農
法
史
に
つ
い
て
近
世

。
近
代

を

一
く
く
り
に
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
近
代
の
農
業
革
命
な
い
し
は
大
き

な
変
革
を
過
大
視
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
水
田
減
反
や
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
も
と
で
、
農
業
近
代
化
の
内
実
、
日
本
農
業
の
進
路
が

問
わ
れ
た

一
九
七
〇
年
代
に
、
こ
う
し
た
見
方
が
先
駆
け
的
に
出
て



い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
今
で
は
す

っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
。

私
は
、
本
誌
第

一
号
に
お
い
て
、
飯
沼
二
郎
の
農
業
革
命
論
を
批

判
的
に
検
討
し
た
。
し
か
し
、
私
自
身
の
農
業
革
命
に
対
す
る
見
方

を
十
分
に
展
開
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
農

業
革
命
か
ら
農
法
革
命

へ
視
点
を
転
回
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
農
法
史
の
時
期
区
分
を
試
み
た
い
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
の
も
と
で
日
本

農
業
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る

一
九
九
〇
年
代
、
そ
し
て
国
家
単
位
で

の
経
済
成
長

一
辺
倒
が
反
省
さ
れ
、
地
球
規
模
で
の
環
境
問
題
が
声

高
に
叫
ば
れ
る
二
〇
世
紀
末
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
日
本
農
業
を
見
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た
守

田
の
言
葉
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
農
法
の
歩

み
を
歴
史
的
に
ふ
り
返
り
、
試
論
で
は
あ
る
が

一
つ
の
見
方
を
提
示

し
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
一　
田
畑
輪
換
と
し
て
の
大
和
農
法

は
じ
め
に
、
こ
こ
で
使
う
農
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
簡
単
に

説
明
し
て
お
こ
う
。
農
法
と
は
、
単
に
技
術
的
な
も
の
を
さ
す
だ
け

で
な
く
、
土
と
の
と
り
組
み
の
暮
ら
し
に
お
け
る
人
の
あ
り
方
の
理

念
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
方
を
さ
す
。
生
産
し
な
が
ら
生
活
す
る
農

家
の
生
命

（い
の
ち
）
の
法

（の
り
）
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

農
の
法
。
地
域
ご
と
の
風
土
や
歴
史
、
社
会
経
済
な
ど
の
違
い
は
、

当
然
な
が
ら
各
々
の
地
域
に
固
有
の
在
地
農
法
を
産
み
出
す
。
こ
こ

で
は
実
際
の
例
と
し
て
奈
良
盆
地
の
大
和
農
法
を
紹
介
す
る
。

ま
た
農
法
を
見
る
場
合
、
生
産
物
や
生
産
量
と
い
っ
た
生
産
さ
れ

た
モ
ノ
、
結
果
か
ら
で
は
な
く
、
生
産
の
過
程
、
自
然
と
人
間
の
か

か
わ
り
方
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
大
和
農
法

や
近
世
農
書
を
も
と
に
し
て
作
物
と
作
物
と
の
前
後
関
係
、
作
物
と

土
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
み
て
い
く
。

私
は
、
農
業
の
近
代
化
を
農
業
革
命
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な

く
、
人
間
と
自
然
の
お
り
合
い
の
つ
け
方
か
ら
、
農
業
革
命
の
概
念

を
再
考
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
生
業
と
し
て
の
農
業
か
ら
、
生
き
る

法
と
し
て
の
農
法
に
視
点
を
変
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
二

一
世
紀

の
日
本
農
業
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ

Ｚや
。そ

れ
で
は
ま
ず
、
私
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
奈
良
盆
地
に
お
け

る
大
和
農
法
の
変
遷
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
在
地
農
法
と
し
て
の
大

和
農
法
と
は
、
水
不
足
の
も
と
で
、
都
市
近
郊
と
い
う
立
地
を
生
か

し
た
商
業
的
な
田
畑
輪
換
農
法
で
あ
る
。
表
作
に
は
稲
を
植
え
る
べ

き
田
を
畑
に
換
え
て
活
用
す
る
の
が
田
畑
輪
換
で
あ
る
。
奈
良
盆
地

′′5



の
耕
地
開
発
史
の
画
期
は
、　
一
一
世
紀
と

一
三
世
紀
後
半
に
あ
り
、

一
三
世
紀
後
半
に
は
水
田
上
に
島
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
畑
で
あ
る

「島

畑
」
の
形
成
が
見
ら
れ
た
。
や
が
て
試
行
錯
誤
の
す
え
、
田
畑
輪
換

技
術
が
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
和
農
法
の
核
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
裏
作
の
蚕
豆
で
あ

っ
た
。

蚕
豆
が
い
つ
頃
か
ら
日
本
で
栽
培
さ
れ
は
じ
め
た
か
は
定
か
で
な
い

が
、
文
献

で
の
初
出
は
、
慶
長
八

（
三
ハ
○
こ

年

の

『日
葡
辞

書
』
の

「唐
豆
」
で
あ
る
。
寛
永

一
五

（
一
工舎

一八
）
年
の
俳
諧
季

語
集

『毛
吹
草
』
に
は
、
大
和
国
の
特
産
農
産
物
と
し
て
、
空
寂
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
九

（
王
ハ
九
六
）
年
の

『農
業
全
書
』
で

は
、
「蚕
豆
　
大
和
に
多
く
作
る
ゆ

へ
、
大
和
豆
と
も
云
」
と
わ
ざ

わ
ざ
書
か
れ
て
お
り
、
「水
田
の
跡
に
お
ほ
く
作
る
と
見
え
た
り
」

翁
日
本
農
書
全
集
』
第

一
二
巻
、　
一
九
五
頁
、
農
文
協
）
と
、
田
の
裏

作
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
奈
良
盆
地
で
は
遅
く
と
も

一
六
世
紀
頃
、
お
そ
ら
く

一
五
世
紀
頃
よ
り
、
田
畑
輪
換
の
成
立
と

と
も
に
水
田
裏
作
と
し
て
蚕
豆
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
奈
良
盆
地
で
は
耕
地
の

一
割
ほ
ど
で
、
五
年
か
ら
七
年

く
ら
い
の
間
隔
で
、
蚕
豆
は
営
々
と
作
り
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

蚕
豆
が
消
え
て
い
く
の
は
、
四
百
年
ほ
ど
後
の

一
九
六
〇
年
代
、
高

度
成
長
期
の
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
に
よ
る
施
設
園

芸
が
普
及
し
て
、
田
畑
輪
換
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
大
和
農
法
で
は
、
こ
の
近
世
か
ら
近
代
の
四
百
年
間

の
農
法
を

一
く
く
り
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
田
畑
輪
換
さ
れ
た
表
作
の
畑
で
は
、
商
品
作
物
が
作
ら
れ

る
。　
一
五
世
紀
半
ば
よ
り
瓜
、　
一
七
世
紀
よ
り
綿
、
そ
し
て
二
〇
世

紀
に
は
田
の
一
部
を
盛
り
あ
げ
た

「
ぐ
ろ
」
に
果
樹
や
桑
、　
一
九
二

〇
年
代
か
ら
は
再
び
田
畑
輪
換
で
大
和
西
瓜
が
作
付
さ
れ
る
。

田
畑
輪
換
は
、
〈稲
―
麦

・
菜
種
―
稲
〉
の
水
田
パ
タ
ー
ン
と

〈麦
―
商
品
作
物
―
蚕
豆
・麦
〉
の
畑
パ
タ
ー
ン
が
結
合
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
水
田
の
米
は
貢
租
や
小
作
料
、
政
府
供
出
米

と
形
を
変
え
な
が
ら

一
部
が
収
奪
さ
れ
続
け
、
畑
に
お
い
て
農
民
た

ち
の
食
料
や
現
金
収
入
が
確
保
さ
れ
て
い
っ
た
。
奈
良
盆
地
の
農
民

た
ち
の
汗
は
畑
の
上
に
、
涙
は
田
の
上
に
染
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ

２つ
。こ

う
し
た
田
畑
輪
換
農
法
を
在
地
の
農
民
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。　
一
八
二
三
年
に
書
か
れ
た
大
和
の
農

書

『山
本
家
百
姓

一
切
有
近
道
』
含
日
本
農
書
全
集
』
第
二
八
巻
、
農

文
協
）
で
は
、
「
田
廻
り
綿
廻
り
の
田
ぐ
め
ん
」
と
か

「水

田
廻

り
」
と
い
っ
た
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
家
を
代
々
存
続
さ
せ
て
い

く
た
め
に
経
営
の
カ
ン
所
と
し
て

「働
き
ま
わ
し
」
「手
廻
し
」
と
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い
う
言
葉
も
よ
く
出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
農
民
た
ち
は

「
ま
わ
し
」

と
い
う
言
葉
で
、
田
畑
輪
換
農
法
を
実
感
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

作
物
と
作
物
、
作
物
と
土
、
そ
し
て
人
の
手
を
い
か
に
上
手
に
ま
わ

し
て
い
く
か
が
、
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
っ
た
。

〓
一　
農
法
革
命

と

は

大
和
農
法
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
ま
ず
第

一
に
そ
れ
ま

で
畑
は
畑
、
水
田
は
水
田
と
分
離
さ
れ
て
い
た
状
況
か
ら
、
畑
の
中

に
田
を
組
み
込
む
田
畑
輪
換
農
法
を
成
立
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
稲
と

綿
の
田
畑
輪
換
農
法
は
、
地
域
的
に
は
大
和
を
は
じ
め
と
す
る
畿
内

周
辺
に
限
ら
れ
は
す
る
が
、
近
世
に
お
い
て
普
及
し
て
い
た
。
近
代

に
入
っ
て

一
般
に
は
行
わ
れ
な
く
な
る
が
、
奈
良
県
で
は
大
正
末
期

か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
稲
と
西
瓜
の
田
畑
輪
換
農
法
が
復
活
す

る
。
最
初
に
紹
介
し
た
守
田
の
言
葉
か
ら
し
て
も
、　
一
五
、
六
世
紀

の
田
畑
輪
換
農
法
の
成
立
を
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
近
代
化
と

し
て
の
農
業
革
命
と
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
え
て

「農
法
革
命
」
と

名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
地
域
的
な
広
が
り
や
時
期
的

に
も
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
不
十
分
な
も
の
で
は
あ

っ

た
。も

う

一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
大
和
農
法
に
お
い
て
蚕
豆
が
導
入

さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
意
義
は
、
ほ
と
ん
ど
手
を
か
け
ず
に
す
む

救
荒
作
物
で
あ

っ
て
飢
え
の
克
服
に
助
け
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
何
よ
り
も
マ
メ
科
作
物
に
よ
っ
て
地
力
を
高
め
る
と
い
う
効
果

を
も
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。　
一
五
世
紀
頃
ま
で
の
水
田
で
は
、
毎
年

作
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

「片

荒
」
と
呼
ば
れ
る
不
安
定
耕
地

の
状
態
で
あ

っ
た
。
蚕
豆
の
導
入
を
契
機
に
、
そ
れ
が
毎
年
作
付
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
営
み
に
任
せ
な
が
ら
地
力

回
復
を
待
つ
状
態
か
ら
、
毎
年
手
を
加
え
て
耕
作
で
き
る
状
態

へ
変

化
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
を
人
為
的
に
改
造
し
よ
う
と
す
る
考
え
方

が
広
く
普
及
し
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
自
然
農
法

に
作
り
ご
と
の
人
工
農
法
が
重
な
り
合

っ
て
く
る
。

こ
の
蚕
豆
の
導
入
に
よ
る
自
然
農
法
に
人
工
農
法
が
は
ま
り
込
ん

で
い
く
過
程
も
ま
た
、
「農
法
革
命
」
と
評
価
で
き
よ
う
。
〈自
然
農

法
〉
か
ら

〈自
然
農
法
＋
人
工
農
法
〉

へ
の
転
換
で
あ
る
。
と
り
わ

け
稲
と
綿
の
田
畑
輪
換
農
法
の
場
合
、
手
間
と

「資
本
」
を
か
け
た

多
肥
集
約
的
な
肥
培
管
理
が
行
な
わ
れ
て
人
工
的
な
側
面
が
強
か
っ

た
。
つ
ま
り
大
和
農
法
に
お
け
る
農
法
革
命
を
、
田
畑
輪
換
農
法
と

人
工
農
法
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
評
価
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、　
一
挙
に
人
工
的
に
変
わ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
当
時
の
技
術
水
準
に
お
い
て
は
、
自
然
を
完
全
に
改
造
す
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る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
紹
介
し

た
大
和
の
農
書
が

「
ま
わ
し
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
よ
う

に
、
近
世
の
地
域
農
書
に
は
多
分
に
自
然
農
法
の
思
想
が
染
み
だ
し

て
い
る
。
第
二
段
階
の

〈自
然
農
法
十
人
工
農
法
〉
に
お
い
て
は
、

〈
基
盤
整
備
↓
多
肥
↓
深
耕
〉
と
い
う
順
で
人
為
的
な
技
術
改
良
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、
ら
せ
ん
状
に
上
昇
し
安
定
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
ど
ち
ら
か

一
方
の
農
法
と
い
う
の
で
は
な
く
、
両
者
の
嵌
合
、

は
ま
り
合
い
な
の
で
あ
る
。
大
和
農
法
に
お
い
て
、　
一
五
世
紀
頃
よ

り

一
九
六
〇
年
頃
ま
で
蚕
豆
が
作
り
続
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
の
四
百
年
ほ
ど
を

一
つ
の
農
法
段
階
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
こ
の
マ
メ
科
作
物
の
導
入
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も

三
圃
式
か
ら
穀
草
式
の
移
行
に
と
も
な

っ
て
ク
ロ
ー
バ
ー
が
作
ら
れ

た
の
と
同
様
で
あ
る
。
作
物
が
上
を
つ
く
る
。
土
と
と
も
に
活
き
る

農
民
に
と
っ
て
、
土
作
り
の
発
想
は
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
の
で
あ

２一
。

四
　
作
り
ま
わ
し

。
手
ま
わ
し
の
日
本
農
法

以
上
は
、
古
代
以
来
開
発
が
す
す
ん
で
き
た
奈
良
盆
地
の
大
和
農

法
の
場
合
で
あ
る
が
、
他
の
地
域
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
次
に
私
が
調
べ
て
き
た
近
世
農
書
を
も
と
に
、
日
本
農
法
の

仕
組
み
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
と
く
に
農
書
で
使
わ
れ
て
い
る

和
語
に
気
遣
う
こ
と
で
、
近
世
農
民
の
心
に
深
く
分
け
入
っ
て
み
た

い
。三

河
の

『百
姓
伝
記
』
貧

六
八
一
～
三
頃
）
は
大
角
豆
の
作
り
方

で
、
「植
か
ゑ
し
の
処
に
て
そ
た
ち
か
ね
、
ま
た
や
ま
ひ
付
、
さ
や

も
ち
い
さ
く
な
る
也
」
翁
日
本
農
書
全
集
』
第

一
七
巻

一
九
七
頁
、
農

文
協
、
以
下
で
は
巻
数
・頁
数
の
み
）
と
、
連
作
障
害
を
述
べ
て
い
る
。

『会
津
農
書
』
貧

六
八
四
）
も
ま
た
、
「畑
作
毛
返
作
ノ
善
悪
」
「返

作
」
（第

一
九
巻

一
六
九
、
二

一
七
頁
）
と
表
わ
し
て
い
る
。
加
賀
の

『農
事
遺
書
』
２

七
〇
九
）
は
、
「芋
返
シ
ハ
悪
シ
、
二
歳
続
植

べ

カ
ラ
ズ
」
（第
五
巻

一
〇
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
「返
し
」
と
い
う

の
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
で
あ
る
。
宮
崎
安
貞
の

『農
業
全
書
』

（
一
六
九
七
）
で
は
、
た
と
え
ば

「蚕
豆
　
日疋
も

い
や
地
を
嫌

ふ

故
、
年
を
か
へ
て
う
ゆ
べ
し
」
（第

〓

一巻

一
九
六
頁
）
と
述

べ
て
、

「
い
や
地
」
「嫌
い
」
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

幕
末

の
下
野
の

『農
業
自
得
』
貧

八
四

一
）
に
な
る
と
、
「
旧

地

・
恐
地
」
に
対
し
て

「好
地
」
（第
二
一
巻
八
頁
）
と
い
う
言
い
方

さ
え
生
ま
れ
て
い
る
。
明
治

一
四

（
一
八
八
こ

年
の
全
国
農
談
会
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に
お
い
て
、
下
野
の
老
農
は

「概
ネ
水
陸
田
圃
共
二
昨
年
ノ
作
毛
ヲ

今
年
作
り
返
ス
ヲ
嫌
フ
…
…
草
綿
、
甘
藷
等

ハ
毎
年
同
圃
ヲ
好
ト

ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
全
国
各
地
の
老
農
た
ち
が

「各
地
方
慣
行
ス

ル
循
環
作
附
方
法
」
に
つ
い
て
、
連
作
す
る

「作
り
か
え
し
」
を

「嫌
い
。
忌
む
」
、
輪
作
す
る

「作
り
ま
わ
し
」
を

「好
き
」
と
述
べ

て
い
る
。
〈嫌
い

。
好
き
〉
や

〈返
し

。
ま
わ
し
〉
と
い
っ
た
ふ
だ

ん
何
げ
な
く
使

っ
て
い
る
和
語
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
農
民
た
ち
の

農
耕
観
が
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

一
七
世
紀
頃
に
成
立
し
た
家
族
労
作
経
営
で
は
、
家
族
の
手
を
労

り
合
い
な
が
ら
、
い
か
に
上
手
に
や
り
く
り
し
て
い
く
か
と
い
う

「手
ま
わ
し
」
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
さ
き
ほ
ど
の

『百
姓
伝

記
』
に
は
、
手
際
、
仕
事
の
順
序
と
い
っ
た
意
味
あ
い
で

「手
ま
ハ

し
あ
し
け
れ
ハ
、
麻
よ
ハ
く
な
る
」
（第

一
七
巻
三
二
〇
頁
）
と
出
て

く
る
。
下
野
の

『農
業
自
得
』
で
は
、
「手
廻
り
の
よ
し
あ
し
」
（第

二
一
巻
七
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た

「手
ま
わ
し
」
の
考

え
方
は
、
幕
末
か
ら
明
治
と
も
な
れ
ば
広
く
全
国
に
普
及
し
て
い

た
。
明
治

一
四
年
の
全
国
農
談
会
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば

「手
廻

シ
ノ
都
合
」
（越
後
）、
「手
廻
シ
」
（信
濃
）、
「農
夫
手
間
ノ
操
合
」

（肥
一じ

と
使
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
作
り
ま
わ
し
か
ら
手
ま
わ
し
で
あ
る
。
作
り
ま
わ
し

は
、
そ
の
地
域
の
風
土
や
社
会
経
済
条
件
か
ら
、
ま
わ
り
方
は
お
の

ず
と
決
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
手
ま
わ
し
は
、
家
族
内
の
手
を
耕
種

部
門
の
み
な
ら
ず
養
蚕
や
養
畜
と
い
っ
た
他
部
門
と
の
か
み
合
わ
せ

の
中
で
、
い
か
に
手
を
上
手
く
ま
わ
し
て
い
く
か
と
い
う
家
族
労
作

経
営
の
問
題
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の

「
ま
わ
し
」
と
い
う
循
環
の

思
想
は
、
家
の
み
な
ら
ず
村
や
地
域

・
世
間
の
動
き
に
対
し
て
も
、

「世
ま
わ
し
」
と
い
っ
た
感
じ
を
も
た
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈作
り
ま
わ
し
↓
手
ま
わ
し
↓
世
ま
わ
し
〉
の
世
界
で
あ
る
。
農
耕

が
中
心
と
な
っ
た
時
代
の
日
本
の
社
会
で
は
、
こ
の

「
ま
わ
し
」
と

い
う
循
環
の
思
想
が
、　
一
つ
の
柱
と
し
て
貫
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
大
も
と
に
は
、
地
球
を
ふ
く
め
て
宇
宙
の
運
行

「天
の
ま
わ

し
」
が
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の
新
た
な
第
二
段
階
の
農
法
を
人
工
農
法
の
側
か
ら
を

説
明
す
る
原
理
と
し
て
、　
三
ハ
世
紀
頃
よ
り
中
国
の
明
学
が
導
入
さ

れ
、
『農
政
全
書
』
を
も
と
に
し
て
、
宮
崎
安
貞
に
よ
っ
て

『農
業

全
書
』
が
著
わ
さ
れ
た
。
以
後
、
『農
業
全
書
』
に
依
り
な
が
ら
各

地
で
農
書
が
書
か
れ
て
い
き
、
陰

。
陽
の
原
理
に
よ
る
近
世
農
学
が

形
づ
く
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て

一
九
世
紀
頃
よ
り
蘭
学
、
そ
し
て
明

治
に
入
リ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
学
が
輸
入
さ
れ
て
、
Ｎ

・
Ｐ

・
Ｋ
の
肥
料

三
要
素
に
よ
る
分
析
的
な
近
代
農
学
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
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に

一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
然
を
人
為
的
に
作
り
変
え
て

い
こ
う
と
す
る
人
工
農
法
の
思
想
で
あ
る
。　
一
方
、
第
二
段
階
の
農

法
を
自
然
農
法
の
側
か
ら
表
現
し
た
も
の
が
、
「
ま
わ
し
」
と
い
う

和
語
な
の
で
あ

っ
た
。

五

　

一
五
世
紀

の
社
会
転
換

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
農
耕
活
動
は
、
自
然
に
対
し

て
負
荷
を
加
え
、
地
球
表
面
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
自
然
破
壊
し
な
が
ら
永
年
か
け
て
農
地
を
作

り
あ
げ
て
き
た
。
作
物
や
家
畜
と
て
、
も
と
も
と
は
野
生
の
生
き
物

を
永
年
か
け
て
選
抜
し
品
種
改
良
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
の

活
動
と
人
の
活
動
の
交
わ
り
、
活
か
さ
れ
活
き
る
も
の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
無
為
自
然
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
農
法
す
べ
か
ら
く
人
工

農
法
と
い
え
な
く
も
な
い
。

た
し
か
に
技
術
的
な
面
だ
け
で
い
え
ば
、
縄
文
末
期
か
ら
弥
生
期

の
稲
作
農
耕
の
成
立
や
七
世
紀
前
後
の
鉄
製
の
ス
キ
や
鍬
に
よ
る
平

野
部
の
大
開
墾
時
代
も
時
代
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
人
為
に
よ
る
作

り
ご
と
の
世
界
が
強
ま
っ
て
は
き
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
を
人
為

的
に
改
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
想
が
広
く
社
会
に
普
及
し
は
じ

め
、
生
き
方
と
し
て
の
農
法
が
変
わ
り
は
じ
め
る
の
は
、　
一
五
世
紀

頃
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
段
階
の

〈自
然
農
法
＋
人
工
農

法
〉

へ
ゆ
っ
く
り
と
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

み
そ
や
し
ょ
う
ゆ
が
普
及
し
は
じ
め
る
の
も

一
五
世
紀
頃
で
あ

り
、
味
覚
革
命
が
お
き
て
い
る
。
こ
の

一
五
世
紀
頃
に
日
本
社
会
に

医
・食
。農
を
め
ぐ
る
大
転
換
が
お
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

自
然
中
心
か
ら
人
間
中
心

へ
の
重
心
の
移
動
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ

の
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
が
お
こ
っ
た
よ
う
に
。

た
だ
し
こ
う
し
た

一
五
世
紀
に
日
本
社
会
の
転
換
を
み
る
見
方

は
、
と
り
た
て
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に

一
九
二

一
年

に
内
藤
湖
南
が
、
日
本
を
知
る
た
め
に
は
、
古
代
の
歴
史
を
研
究
す

る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
応
仁
の
乱
以
後
の
歴
史
を
知

っ
て
い
た

ら
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
事
は
外
国
の
歴
史
と
同
じ
く
ら
い
に

し
か
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
応
仁
の
乱
以
後
は
我
々
の
真
の
身
体
骨
肉

に
直
接
触
れ
た
歴
史
で
あ
る

（『日
本
文
化
史
研
究
』、
弘
文
堂
、　
一
九

一
三

）
と
、
喝
破
し
て
い
る
。

ま
た
近
年
で
は
、
網
野
善
彦
が
同
様
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

と
く
に
網
野
の
意
見
で
注
目
す
べ
き
は
、
世
俗
権
力
に
よ
る
た
て
前

と
し
て
の
農
本
主
義
と
は
逆
に
、
農
業
を
蔑
視
す
る
考
え
方
が
、　
一

五
世
紀
の
頃
に
日
本
社
会
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

大
地
に
変
化
を
加
え
土
を
い
じ
る
こ
と
自
体
が
稼
れ
て
お
り
、
そ
れ
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は
汚
れ
た
仕
事
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る

（『続

。
日
本
の
歴
史
を

よ
み
な
お
す
』、
筑
摩
書
房
、　
一
九
九
六
）。

そ
し
て
支
配
者
に
よ
つ
て
農
民
た
ち
を
農
業
に
し
ば
り
つ
け
る
た

め
に
、
た
て
前
と
し
て
の
農
本
主
義
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

今
も
ま
た
、
環
境
問
題
な
ど
と
絡
ま
せ
て
農
業
賛
美
が
行
な
わ
れ

る
。
た
し
か
に
農
業
生
産
の
結
果
と
し
て
ま
わ
り
の
環
境
が
守
ら
れ

る
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
環
境
を
守
ろ
う
と
し
て
農
業
を
営
ん
で
き
た

の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。　
一
五
世
紀
以
来
現
在
に
い
た
る
ま
で
、

農
業
を
社
会
の
敷
石
と
し
、
農
民
た
ち
に

「農
耕

へ
の
指
図
」
（守

田
志
郎
）
を
し
て
、
犠
牲
を
強
制
し
て
き
た
の
が
、
日
本
社
会
の
歩

み
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

エハ
　

日
本
農
業

の
危
機
、

そ
し
て
元
気

蚕
豆
が
消
え
た
戦
後
の
高
度
成
長
期
か
ら
の
農
法
を

一
言
で
特
徴

づ
け
る
な
ら
ば
、
作
り
ま
わ
し
の
循
環
の
原
理
か
ら
、
化
学
化

・
機

械
化

・
施
設
化
に
よ
る
直
線
の
原
理

へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

人
工
的
な
面
の
み
の
農
法
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
て
、
工
業
的
な
も

の
へ
と
変
質
さ
せ
て
い
く
。
皮
肉
な
こ
と
に
そ
れ
に
よ
っ
て
飢
え
か

ら
の
解
放
が
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
欲
し
い
も
の
な
ら
ど
こ
か

ら
と
っ
て
き
て
も
よ
い
。
い
つ
で
も
手
に
入
る
。
食
卓
か
ら
地
場
と

旬
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
食
事
ど
き
か
ら
、
「残
し

た
ら
バ
チ
が
あ
た
る
」
「
も
っ
た
い
な
や
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
て

し
ま
っ
た
。
飢
え
か
ら
の
解
放
は
、
同
時
に
自
然

へ
の
畏
れ
を
な
く

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
農
の
法
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で

あ
り
、
自
然
農
法
の
衰
滅
で
あ
る
。

や
が
て
、
日
本
農
業
そ
の
も
の
を
衰
退
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
輸

入
物
に
頼
る
飽
食
の
世
界

へ
と

一
直
線
に
突
き
す
す
む
。
政
府
は

一

九
六
〇
年
か
ら
の
基
本
法
農
政
に
よ
っ
て
、
量
的
な
規
模
拡
大
を
す

す
め
て
い
く
。
畜
産
、
果
樹
、
野
菜
。
次
か
ら
次
と
農
家
に
莫
大
な

借
金
を
負
わ
せ
て
産
地
形
成
を
促
し
、
農
外
資
本
を
も
う
け
さ
せ
た

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
ど
っ
と
農
産
物
を
輸
入
し
て
潰
し

て
い
く
。
そ
し
て
今
ま
た
、
米
作
で
同
じ
愚
を
繰
り
返
す
。
結
果
は

目
に
見
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
動
き
を
主
導
し
た
も
の

は
、
農
外
資
本
と
日
米
の
政
府
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
農
家
も
ま
た

都
市
並
み
の
文
化
生
活
の
実
現
と
い
う
か
け
声
の
も
と
で
、
催
眠
術

に
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
現
ナ
マ
の
恐
怖
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ア
メ
リ
カ
農
学
の
影
響
の
も
と
、
す
べ
て
が

一
時
間

。
一
日

当
た
り
の
効
率
性

。
収
益
性
と
い
う
量
的
把
握
の
み
と
な
り
、
質
は

切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
か
ら
の
水
田
の
減
反
は
、
農
家
の
心
に
決
定
的
な
変
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化
を
も
た
ら
し
た
。
作
ら
な
く
て
も
減
反
奨
励
金
が
も
ら
え
る
。
こ

の
あ
ま
り
に
安
直
な
減
反
政
策
は
農
家
に
作
る
意
欲
、
喜
び
を
喪
失

さ
せ
、
農
外
者
た
ち
の
農
業

へ
の
支
持
を
失
わ
さ
せ
た
。
さ
ら
に
政

府
は

一
九
九
四
年
、
食
管
法
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
七
世
紀
の
律

令
制
の
租
庸
調
以
来
、　
一
貫
し
て
国
家
の
支
配
者
た
ち
が
飢
え

へ
の

恐
怖
か
ら
食
糧
を
手
放
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
の
政
府
は
い
っ
た

い
誰
に
わ
れ
わ
れ
の
胃
袋
を
任
す
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は

一

つ
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
今
や
農
産
物
だ
け
で

な
く
日
本
列
島
の
元
気
な
農
家
ま
で
も
が
、
ド
ー
ル
な
ど
の
ア
メ
リ

カ
資
本
の
傘
下
に
編
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
民
族
的
な

危
機
状
況
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
現
在
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が

「農
業
は
環
境
と
対
立
す
る
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
り
始
め

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
先
日
ま
で
、
「農
業
は
環
境
に
や
さ
し

い
」
「環
境
保
全
型
農
業
」
と
お
だ
て
て
農
家
に
犠
牲
を
強

い
て
き

た
農
水
省
や
評
論
家
、
学
者
た
ち
も
、
早
晩

「環
境
保
全
の
た
め
に

農
業
を
や
め
よ
」
と
、
美
辞
麗
句
で
ご
ま
か
し
つ
つ
言
い
出
す
こ
と

だ
ろ
う
。
二

一
世
紀
の
早
い
時
期
に
日
本
を
ア
メ
リ
カ
の
食
糧
属
国

に
し
よ
う
と
す
る
戦
略
の
完
成
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
四
〇
年
ほ
ど
の
動
き
を
、
上
の
よ
う
に
危
機
と
だ

け
と
ら
え
る
の
は

一
面
的
で
あ
ろ
う
。
次
の
段
階

へ
の
芽
が
育

っ
て

い
る
こ
と
に
こ
そ
、
目
を
向
け
た
い
の
で
あ
る
。
原
田
津
は
自
ら
の

取
材
体
験
に
も
と
づ
い
て
、
戦
後
五
〇
年
の
農
村
の
変
遷
を
、
〈農

地
改
革
↓
増
産
↓
よ
き
時
代
↓
曲
り
角
↓
増
産
意
欲
↓
危
機
↓
落
ち

つ
き
↓
元
気
〉
と
、
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
な
が
ら
農
村
社
会
の
継
承
が

行
な
わ
れ
て
き
た
と
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
継
承
の
中
で
農

家
の
意
識
面
で
は
、
〈分
家
革
命
↓
青
年
革
命
↓
婦
人
革
命
↓
老
人

革
命
〉
の
四
つ
の
革
命
が
す
す
ん
だ
こ
と
で
、
本
家
―
分
家
の
タ
テ

の
し
が
ら
み
が
な
く
な
り
、
青
年
た
ち
は
自
分
で
職
業
を
選
ぶ
自
由

が
持
て
、
女
性
は
自
分
が
営
農
の
中
心
に
立
て
る
よ
う
に
な
り
、
世

間

一
般
は
高
齢
化
社
会
に
頭
を
痛
め
て
い
る
の
に
、
農
村
で
は
お
年

寄
り
に
向
い
た
仕
事
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で

あ
る

（『む
ら
の
原
理
　
都
市
の
原
理
』、
農
文
協
、　
一
九
九
七
）。

私
も
ま
た
、
危
機
の
中
か
ら
元
気
の
種
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
守
田
の
生
き
た

一
九
七
〇
年
代
と
違

い
、
二

一
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
機
は
熟
し
て
き

た
。
私
は
、
原
田
の
い
う
四
つ
の
革
命
の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
「農

法
革
命
」
な
る
見
方
を
提
案
し
た
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

一
九
七

〇
年
代
よ
り
有
機
農
業
や
自
然
農
法
が
試
み
ら
れ
普
及
し
は
じ
め

た
。
生
産
者
と
消
費
者
が
直
接
む
す
び
つ
く

「産
直
」
が
お
こ
り
、
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現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
契
機
は
安
全
な
食
物
が
欲
し
い

と
い
う
消
費
者
側
の
要
求
や
、
農
薬
の
被
害
を
受
け
た
生
産
者
側
の

切
実
な
要
求
か
ら
の
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ

と
は
そ
れ
ま
で
の
量
的
な
世
界

へ
の
反
省
と
し
て
、
作
り
物

・
食

べ

物
の
質
の
あ
り
方
を
問
う
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
も
の
ご
と
が
進
む
も
の
で
も
な
い
。
右
に

揺
れ
左
に
ぶ
れ
な
が
ら
コ
ト
は
す
す
む
。
三
〇
年
ほ
ど
た
っ
て
、
有

機
農
業
や
産
直
も
大
き
な
転
換
期
を
む
か
え
て
い
る
。
現
在
で
は
、

有
機
や
低
農
薬
と
銘
打
て
ば
高
く
売
れ
る
の
で
、　
ニ
セ
物
も
横
行
し

て
い
る
。
行
き
す
ぎ
た
科
学
技
術

へ
の
反
省
か
ら
原
始
回
帰
と
い
う

動
き
も
あ
る
。
大
手
ス
ー
パ
ー
が
ど
ん
ど
ん
参
入
し
て
き
て
お
り
、

「国
際
産
直
」
な
る
も
の
も
生
ま
れ
て
い
る
。
安
全
基
準
の
作
成
、

商
品
の
量
と
品
ぞ
ろ
え
、
規
格
化
そ
し
て
価
格
。
量
的
な
世
界

へ
の

逆
戻
り
で
あ
る
。

七
　
新
農
法

の
先
駆
け

奈
良
県
で
も
各
種
の
有
機
農
業
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
中
で
も
有

名
な
の
が
桜
井
市
辻
の
川
口
由

一
に
よ
る

「自
然
農
」
で
あ
る
。
彼

は
先
祖
代
々
の
小
作
農
民
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
の
頃
に
父

を
亡
く
し
た
の
で
、
早
く
か
ら
農
に
た
ず
さ
わ
り
、
農
家
の
生
活
や

農
作
業
の
こ
と
は
心
身
に
浸
み
渡

っ
て
い
た
。
当
初
は
ス
キ
、
ク
ヮ

で
田
畑
の
隅
か
ら
隅
ま
で
何
度
も
耕
し
続
け
、
草
を
取
り
続
け
る
農

業
を
や
り
、
や
が
て
世
の
流
れ
と
共
に
多
量
の
化
学
肥
料
、
農
薬
除

草
剤
、
耕
転
機
使
用
等
の
農
業
を
約
二
十
数
年
間
つ
づ
け
た
。
と
こ

ろ
が
本
人
が
病
気
に
な
る
な
ど
で
そ
の
誤
り
に
気
付
き
、
不
耕
起
、

無
肥
料
、
無
農
薬
、
草
々
虫
達
を
敵
乏
せ
ぬ
農
業
、
「自
然
農
」

へ

と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
宇
宙
生
命

。
地
球
生
命
に
添
い
し
た
が
う

自
然
本
来
本
然

の
農
の
心
こ
そ
が
大
切
だ

（『妙
な
る
畑
に
立
ち

て
』、
野
草
社
、　
一
九
九
〇
）
と
、
述
べ
て
い
る
。

こ
の
川
回
の

「自
然
農
」
の
大
切
な
意
味
は
、　
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
農
の
法
か
ら
逸
脱
し
て
き
た
人
工
農
法
の
み
の
農
法
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
も
う

一
つ
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ

ま
で
の
物
質
的

・
実
体
論
的
な
見
方
か
ら
、
霊
的

。
関
係
論
的
な
見

方
を
大
胆
に
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
最
近
訪
ね
た
栃
木
県
益
子
町
の
代
々
の
農
家
で
あ

る
高
橋
丈
夫
の
農
法
に
も
通
じ
て
い
る
。
親
か
ら
の
養
鶏
業
を
受
け

継
い
で
様
々
な
試
み
を
繰
り
返
し
、
大
井
上
康
の
栄
養
周
期
理
論
な

ど
に
学
び
、
戦
後
す
ぐ
に
は
や
っ
た
民
間
農
法
で
あ
る
岡
田
茂
吉
の

自
然
農
法
や
檜
崎
皐
月
の
植
物
波
農
法
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
の

「農
業
講
座
」
な
ど
が
も
つ
霊
的
側
面
に
注
目
し
つ
つ
、
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一
九
九
七
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「自
然
界
の
動
植
物
や
畑
の
中
の
作
物
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

物
質
的
な
視
点
か
ら

一
変
さ
せ
て
霊
的
に
、
あ
る
い
は
精
神
世
界
の

中
で
感
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

て
な
り
ま
せ
ん
。
食
べ
も
の
と
し
て
体
に
入

っ
た
植
物
の
心
の
波
動

性
を
、
わ
た
し
た
ち
の
脳
や
神
経
組
織
の
中
に
宇
宙
か
ら
来
た
心
の

波
動
性
と
し
て
と
ら
え
、
食
べ
も
の
と
し
て
生
命
を
提
供
し
て
く
れ

て
い
る
野
菜
た
ち
に
感
謝
し
な
が
ら
、
そ
の
生
と
と
も
に
自
分
も
ま

た
地
球
上
に
生
き
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が

大
切
」
で
す
。
「宇
宙
や
自
然
の
真
理
の
中
で
植
物
た
ち
と
と
も
に

暮
ら
し
、
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
喜
び
の
ほ
ん
と
う
の
意

味
を
模
索
し
な
が
ら
、
現
代
の
人
間
が
失

っ
て
し
ま
っ
た
宇
宙
の
リ

ズ
ム
を
植
物
た
ち
と
と
も
に
取
り
戻
す
。
こ
れ
が
本
来
の
農
業
と
い

う
も
の
の
あ
り
方
だ
と
思
う
の
で
す
」
「
生
命
農
法
』、
三
五
館
、　
一

九
九
七
）。

波
動
や
霊
界
、
宇
宙
な
ど
と
い
う
と
、
ま
た
か
と
い
う
顔
を
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
少
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
農
学
で
は
全
く
排
除
し

て
き
た
言
語
群
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
橋
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
も

と
づ
い
て
、
実
際
に
野
菜
セ
ッ
ト
の
宅
配
事
業
を
お
こ
し
生
業
と
し

て
の
農
業
を
自
立
さ
せ
つ
つ
、
植
物
と
人
と
の
間
で
よ
り
高

い
レ
ベ

ル
で
の
波
動
の
共
振
関
係
を
産
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
無
垢
に
近
い
水
、
畑
の
中

の
小
さ
な
生
命
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
塩
、
宇
宙

と
の
共
振
関
係
の
中
で
植
物
た
ち
が
喜
ぶ
肥
料
な
ど
の
試
作
を
鋭
意

続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
農
法
は
、
決
し
て
原
始
的
な
自
然
農
法
に
回
帰
す
る

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
有
効
な
農
業
技

術
、
た
と
え
ば
老
人
や
女
性
、
未
熟
な
者
で
も
簡
単
に
使
え
る
農
業

機
械
な
ど
に
依
拠
し
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
人
為
や
作
り
ご
と
を
排

し
て
自
然

へ
の
負
荷
を
減
ら
し
、
無
肥
料
や
無
農
薬
、
不
耕
起
に
近

づ
け
て
い
く
農
法
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
一局
橋

の
唱
え
る
生
命
農
法
は
、
大
い
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に

思
う
。

八
　
農
業

は
農
業

で
あ
る

現
在
、
全
国
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
農
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
私

は
今
ま
で
に
奈
良
県
を
は
じ
め
、
関
西
や
東
北
、
そ
し
て
韓
国
の
農

家
の
方
々
と
、
酒
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
話
を
聞
か
せ
て
頂
い
て
き

た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
も
う
あ
き
ら
め
た

よ
／
し
か
た
な
く
や

っ
て
ん
の
よ
／
と
言
い
な
が
ら
も
、
何
代
に
も
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わ
た
っ
て
農
業
を
や
り
続
け
て
き
た
農
家
が
い
る
。
私
は
、
そ
う
し

た
農
業
を
頭
で
は
な
く
体
で
感
じ
て
き
た
農
家
に
共
感
を
覚
え
て
し

ま
う
。
現
在
の
農
業
情
勢
の
も
と
で
、　
一
般
に
は
生
業
と
し
て
の
農

業
が
成
立
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
の
で
は
と
言

っ
た
ら
、　
一
所
懸

命
や
っ
て
い
る
農
家
に
は
お
こ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
う
こ
こ
ら
で

一
た
ん
力
を
ぬ
い
て
、
居
直

っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か

と
、
私
は
農
家
に
話
し
か
け
た
い
の
で
あ
る
。

『農
業
は
農
業
で
あ
る
』
（農
文
協
、　
一
九
七

一
）。
実
は
こ
れ
は
、

守
田
志
郎
が
最
初
に
問
題
提
起
し
た
本
の
タ
イ
ト
ル
な
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
の
意
味
を
今
ふ
た
た
び
か
み
じ
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
大
手
ス
ー
パ
ー
と
の
取
引
だ
っ
て
い
い
し
、
兼
業
も
い

い
。
何
と
か
暮
ら
し
を
立
て
な
が
ら
、
も
う
自
分
の
楽
し
み
、
喜
び

と
し
て
の
農
業
を
追
求
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
専

業

・
兼
業
の
区
別
立
て
を
し
て
き
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
農
家
は
何
か

し
ら
農
業

一
本
で
飯
が
食
え
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
ら
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
近
世
以
来
現
在
ま
で
、
農
業
を
支
え
て
き
た
大
多
数

の
農
家
は

「兼
業
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
兼
業

に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
人
為
や
作
り
ご
と
を
少
く
し
て
、
無
肥

料
、
無
農
薬
、
不
耕
起
の
農
法
に
近
づ
け
て
い
く
こ
と
が
、
農
業
の

喜
び
、
楽
し
み
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
畑
の
中
に

田
を
組
み
込
む
田
畑
輪
換
農
法
に
よ

っ
て
、
自
分
た
ち
の
食
べ
る
米

と
野
菜
ぐ
ら
い
は
作

っ
て
い
く
。

大
多
数
の
農
家
は
、
規
模
拡
大
と
省
力
化
、
資
本
投
下
に
よ
っ
て

し
ゃ
に
む
に
収
益
性
や
効
率
性
を
め
ざ
す
農
家
や
、
観
念

の
み
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
目
ざ
す
思
想
的
農
家
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
か
と

い
っ
て
、
趣
味
の
ま
ま
ご
と
農
業
と
も
ま
た

一
味
違
う
。
春
に
な
っ

た
ら
自
ず
と
種
を
蒔
か
ね
ば
と
思
い
至
り
、
そ
ろ
ば
ん
勘
定
は
脇
に

置
い
て
で
も
、
お
隣
り
さ
ん
が
ゴ
ソ
ゴ
ソ
し
て
い
た
ら
我
が
家
も
そ

ろ
そ
ろ
や
ら
ね
ば
、
と
い
っ
た
塩
梅
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
お
金

の
多
い
少
な
い
の
み
で
す
べ
て
が
量
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

一
九
六

〇
年
代
以
降
も
、
農
業
を
続
け
て
き
た
農
家
の
気
持
の
底
に
澱
の
よ

う
に
た
ま
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自

分
の
食
い
ぶ
ち
ぐ
ら
い
は
自
分
で
作
ら
ね
ば
…
…
。

居
直
り
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
悪
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
楽

し
み
や
喜
び
と
し
て
の
農
法
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
自
ず
と
作
り
ご

と
の
み
の
人
工
農
法
を
排
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
〈自
然
農
法
十
人
工
農
法
〉
か
ら
人
工
農
法
の
み
が
肥
大
化
し

た
段
階
を
経
て
、
次
の
農
法
段
階
を
準
備
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
一局
橋
の
よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
な
く
て

ｏ（）。
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九
　
文
化

の
原
点
と
し

て
の
農
藝

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
も
は
や
農
業
の
暮
ら
し
や
仕
事
を

一
種
の
藝

術
活
動
と
で
も
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
農
法
を
生
き
る
法
と
し
て
と

ら
え
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
西
洋
で
は
文

化

（カ
ル
チ
ャ
ー
）
は
、
耕
す

（カ
ル
チ
ャ
ー
）
活
動
に
源
が
あ
る
と

い
わ
れ
、
中
国
で
は
芸
術
の

「芸
」
が
、
草
を
除
草
す
る

「藝
」
の

字
か
ら
き
て
い
る
の
も
全
く
同
じ
発
想
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
文
化
の
原
点
に
農
耕
活
動
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

世
間
で

「
工
芸
」
と
い
う
の
は
よ
く
耳
に
す
る
し
、
伝
統
工
芸
の

一
部
の
保
持
者
は
行
政
か
ら
も
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作

品
は
法
外
な
値
段
で
売
り
買
い
さ
れ
る
。
日
本
列
島
の
耕
地
、
作
物

も
ま
た
、
自
然
と
交
わ
り
な
が
ら
何
千
年
に
わ
た
り
共
に
創
造
し
て

き
た
農
民
た
ち
の
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
作
物

の
値
段
た
る
や
全
く
法
外
な
安
さ
で
あ
る
。
病
ん
だ
い
の
ち
を
治
す

医
療
費
に
対
し
て
は
い
く
ら
高
く
て
も
惜
し
み
な
く
払
う
の
に
、
元

気
な
い
の
ち
を
養
う
食
料
費
に
対
し
て
は
わ
ず
か
で
も
高
く
な
る
と

す
ぐ
文
句
を
つ
け
る
。

私
は
、
「農
藝
」
と
い
う
言
葉
を
提
案
し
、
何
千
年
に
も
わ
た
る

農
民
た
ち
の
活
動
が
正
当
に
評
価
さ
れ
、
日
本
民
族
の
伝
統
文
化
と

し
て
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
主
張
し
た
い
。
「農
は
藝
で
あ
る
」
と
、　
一

九
七
〇
年
代
に
本
物
の
野
菜
づ
く
り
を
目
ざ
し
た
民
間
育
種
家
で
あ

る
藤
井
平
司
は
言
っ
て
い
る

（『甦
え
れ
′
・天
然
農
法
』、
新
泉
社
、　
一

九
公

こ
。
結
局
、
農
耕
の
始
ま
り
以
来
、
今
の
今
ま
で
日
本
列
島

で
農
業
を
営
ん
で
き
た
者
た
ち
の
底
に
流
れ
続
け
て
き
た
も
の
、
言

葉
に
せ
ず
と
も
言
わ
く
言

い
難
く
農
業
を
続
け
さ
せ
て
き
た
も
の

を
、
あ
え
て
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

「農
藝
」
と
い
う
コ
ト
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

季
節
の
め
ぐ
り
を
感
じ
、
土
や
作
物
た
ち
、
生
き
物
た
ち
と
話

し
、
働
き
か
け
る
。
そ
し
て
、
お
互
い
に
い
た
わ
り
合
い
な
が
ら
家

庭
や
集
落
、
地
域
を
営
ん
で
い
く
。
「労
働
」
の

「働
」
は
人
が
手

足
を
動
か
す
の
意
の
国
字
で
あ
り
、
「労
」
の
訓
よ
み
は

「
い
た
わ

る
」
で
あ
る
。
労
働
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
き
た
日
本
民
族
の
情
愛

が
、
自
ず
と
偲
ば
れ
て
く
る
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
で
、
何
千
年
と
農
民
の
身
体
に
刻
ま
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た

「労
働
の
技
能
」
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
耳
を
傾
け

た
い
の
は
、
『技
術
が
労
働
を
こ
わ
す
―
―
技
能
の
復
権
―
―
』
『仕

事
が
暮
ら
し
を
こ
わ
す
―
―
使
用
価
値
の
崩
壊
―
―
』
『学
問
が
民

衆
知
を
こ
わ
す
―
―
科
学
の
内
省
―
―
』
（い
ず
れ
も
農
文
協
）
を
著

わ
し
た
渡
植
彦
太
郎
の
言
葉
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
民
族
文
化
に
お
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け
る
労
働
と
技
能
、
藝
術
の
つ
な
が
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
の
場
合
は
、
い
さ
さ
か
農
、
工
の
分
化
が
生
ず
る
に
及
ん

で
、
個
人
的

「技
能
」
の
修
練
も
発
達

し
て
、
「技
能
」
は
何
々

「道
」
と
し
て
益
々
そ
の
修
練
に
励
ん
だ
。
「技
能
」
は
心
身

一
如
の

人
間
活
動
で
あ
る
。
…
…

「技
能
」
は
本
来

「労
働
」
と

一
体
化
し

て
い
る
の
が
日
本
古
来
の
文
化
伝
統
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
に
と
っ

て
は

「労
働
」
は
そ
れ
程
苦
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「技
能
」
に

長
ず
る
に
及
ん
で
、
「労
働
」
の
苦
を
忘
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
西
欧
人
は
兎
角

「労
働
」
を
忌
避
す
る
。
「労
働
」
を

「資
本
」
と
見
る
人
の
世
界
は
険
し
い
。
「労
働
」
を

「技
能
」
と
見

る
人
の
世
界
は
和
や
か
で
あ
る
。　
一
方
は
競
合
の
、
他
方
は
協
働
の

世
界
で
あ
る
か
ら
。
日
本
の
場
合
は
、
「使
用
価
値
文
化
」
は
古
層

で
あ

っ
て
、
又
、
同
時
に
土
着
的
で
も
あ
り
、
逆
に

「交
換
価
値
文

化
」
は
外
来
的
で
も
あ
る
。
価
値
化
以
前
の
労
働
は

「自
由
」
も

「創
造
性
」
も
あ

っ
て
、
そ
の
生
産
物
は
独
自
の

「民
芸
美
」
を
持

つ
こ
と
で
、
日
本
文
化
の
伝
統
の

一
つ
と
な
る
」
翁
経
済
合
理
主
義

と
生
活
文
化
し、
勁
草
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、　
一
九
九

一
）。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
り
立
て
て

「農
藝
」
が
問
題
に
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
支
配
者
た
ち
が
い
く
ら
増
産
や
環
境
保
全

を
唱
え
て
も
、
農
民
た
ち
の
心
底
に
は
わ
ず
か
た
り
と
も
触
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
農
民
た
ち
は
独
自
の
文
化
を

保
持
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
工
農
法
が
極
限
ま

で
お
し
進
め
ら
れ
て
き
た

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
何
千
年
と
伝
承
さ

れ
て
き
た

「農
藝
」
の
世
界
が
、
ま
さ
に
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い

る
。
日
本
列
島
の
民
族
文
化
の
存
亡
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
農
村
の
男
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
婦
人

・
老
人
た

ち
、
そ
し
て
新
規
参
入
者
た
ち
と
、
そ
れ
な
り
に
継
承
者
は
い
る
の

だ
か
ら
、
消
え
は
し
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
だ
が
。

一
〇
　
農
法
革
命

に
よ
る
天
然
農
法

へ

先
ほ
ど
紹
介
し
た
高
橋
な
ど
の
農
家
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る

先
駆
け
的
な
農
法
を
、
以
前
の
も
の
と
区
別
す
る
た
め
に

「天
然
農

法
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。　
一
方
で
人
工
農
法
を
極
限
ま
で

推
し
進
め
る
動
き
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
人
工
の
み
の
農
法

を
否
定
し
て
新
た
な
農
法
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
農
家
の
中

か
ら
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
食
管
法
が
廃
止
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
農
家
は
米
を
売
る
自
由
を
初
め
て
制
度
的
に
獲

得
し
た
。
私
た
ち
の
い
の
ち
を
育
む
米
や
野
菜
な
ど
の
食
べ
物
に
向

か
っ
て
、
末
永
く

「
い
た
だ
き
ま
す
」
Ｆ
」
ち
そ
う
さ
ま
」
と
言
え

る
た
め
に
は
、
畑
と
水
田
を
組
み
合
わ
せ
た
田
畑
輪
換
農
法
こ
そ
が

′27



ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、　
一

九
七
〇
年
代
に
行
な
わ
れ
た
農
法
論
論
争
の
な
か
で
研
究
が
す
す
ん

で
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（た
と
え
ば
吉
田
武
彦

『水
田
軽
視
は
農
業
を
亡
ぼ
す
し、
農
文
協
、　
一
九
七
九
）。

ま
さ
に

一
九
七
〇
年
頃
よ
り
現
在
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら

数
十
年
の
間
は
、
誰
で
も
が
受
容
で
き
る
天
然
農
法
が
普
及
し
て
い

く
時
期
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
誰
で
も
が
と
い
う
の
が
大
切
な
の
で
あ

る
が
、
戦
後
五
〇
年
を
経
て
人
的
に
も
技
術
的
に
も
可
能
性
は
開
け

て
き
て
い
る
。
〈自
然
農
法
〉
か
ら
農
法
革
命
を
経
て
、
〈自
然
農

法
十
人
工
農
法
〉、
そ
し
て
人
工
農
法
の
み
が
肥
大
化
す
る
時
期
を

経
て
、
〈自
然
農
法
十
人
工
農
法
＋
天
然
農
法
〉
と
い
う
段
階

へ
の

転
換
期
、
農
法
革
命
が
進
行
す
る
時
期
な
の
で
あ
る
。
再
び
二

一
世

紀
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
医

・
食

・
農
を
め
ぐ
る
大
き
な
転
換
が

予
想
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
天
然
農
法
と
い
う
名
も
、
こ
れ
ま
た
先
ほ
ど
紹
介

し
た
藤
井
平
司
が
す
で
に
言

っ
て
い
る

（藤
井
前
掲
圭
５
。
具
体
的
に

は
縄
文
時
代
の
日
本
人
の
生
き
ざ
ま
を
天
然
農
法
に
も
と
づ
く
生
き

方
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
医

・
食

・
農
を

含
む
生
き
方
と
し
て
の
天
然
農
法
は
、
そ
れ
ま
で
の

〈自
然
農
法
＋

人
工
農
法
〉
の
蓄
積
の
上
に
、
成
立
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
〈自
然

農
法
＋
人
工
農
法
＋
天
然
農
法
〉
と
い
う
新
た
な
日
本
農
法
の
仕
組

み
が
構
想
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
新
た
な
天
然
農
法
を
支
え
る
原

理
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
今
後
か
た
ち
作
ら
れ
て

い
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、　
一

八
世
紀
前
半
の
思
想
家
安
藤
昌
益

の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「転
定

（て
ん
ち
）
ノ
呼
息

ハ
人
ノ
吸
息
ナ
リ
、
人
ノ
呼
息

ハ
転
定
ノ
吸
息

ナ
リ
」
。
つ
ま
り
天
の
呼

（吸
）
息
と
身
の
吸

（呼
）
息

の
相
即
で

あ
る
。
海

（水

。
液
体
）
と
地

（土

・
固
体
）
に
加
え
て
天

（空
気

・

気
体
）
の
リ
ズ
ム
と
身
の
リ
ズ
ム
の
響
き
あ
い
。
大
宇
宙
た
る
天
の

直
耕
と
小
宇
宙
な
る
身
の
直
耕
と
の
総
和
。
農
耕
と
は
、
海

・
地

・

天
の
二
相
を
人
が
手
助
け
し
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
整
え
る
活
動
な

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。　
一
九
世
紀
後
半
の
思
想
家
佐
藤
信

淵
は
、
天
と
地
と
生
き
も
の
と
の
間
で
循
環
す
る
も
の
と
し
て
、

産
霊
の
神
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た

「天
の
火
の
球
」
の
存
在
を
指

摘
し
て
い
る

（『日
本
農
書
全
集
』
第
六
九
巻
、
農
文
協
）。
二

一
世
紀

の
農
法
を
天
然
農
法
と
名
づ
け
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
う
し
た
世
界
を
現
代
に
お
い
て
実
感
し
た
者
と
し
て
、
解
剖

学
。生
物
学
か
ら
生
命
の
原
形
を
求
め
た
三
木
成
夫
の
言
葉
が
あ
る
。
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「
ひ
ろ
く
生
物
の
リ
ズ
ム
と
宇
宙
的
な
リ
ズ
ム
と
は
目
に
見
え
な
い

糸
で
つ
な
が
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
か
ら
だ
の

リ
ズ
ム
と
天
体
の
リ
ズ
ム
が
調
和
し
た
時
、
つ
ま
り
春
夏
秋
冬
の
波

に
乗

っ
て
、
春
は
春
の
も
の
を
食
べ
、
夏
は
夏
の
も
の
を
食
べ
、
そ

の
土
地
そ
の
季
節
の

一
番
シ
ュ
ン
の
も
の
を
食
べ
、
ま
た
冬
が
来
た

ら
寒
さ
に
ふ
る
え
、
夏
が
来
た
ら
汗
を
か
く
と
い
っ
た
生
活
を
送
る

時
、
こ
れ
こ
そ
生
の
リ
ズ
ム
と
宇
宙
の
リ
ズ
ム
が
調
和
し
た
生
物
と

し
て
の
本
来
の
姿
で
は
な
い
か
」
翁
人
間
生
命
の
誕
生
』、
築
地
書
館
、

一
九
九
六
）。

次
は
大
脳
生
理
学
か
ら
日
本
文
化
の
特
徴
を
論
じ
た
角
田
忠
信
の

言
で
あ
る
。
「文
字
を
発
明
し
、
文
明
の
恩
恵
を
享
受
す
る
よ
う
に

な
っ
た
現
代
人
は
、
も
は
や
機
械
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
、
自
分
の

脳
に
起
こ
る
変
化
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
太
古
の
人
々
は
、
お

そ
ら
く
宇
宙
環
境
に
同
期
す
る
小
宇
宙
で
あ
る
脳
の
変
動
を
、
生
き

生
き
と
感
じ
取

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
自
然
に
対
す
る
恐

れ
や
宇
宙
と
の

一
体
感
、
さ
ら
に
は
、
自
然
現
象
の
あ
る
種
の
予
知

能
力
と
関
係
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
亀
脳
の
発
見
』、
大
修
館

書
店
、　
一
九
八
五
）。
こ
れ
ら
現
代
自
然
科
学
の
最
先
端
の
思
想
家
の

言
葉
は
、
農
業
現
場
で
の
高
橋
丈
夫
な
ど
と
通
じ
て
い
る
こ
と
が
わ

21世 紀
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か
る
。
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
の
安
藤
昌
益
や
太
古
の
人
々
と
も
響
き

あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
農
学
に
は
高
橋

の
生
命
農
法
に
響
き
あ
う

も
の
は
な
く
、
高
橋
が
依
拠
し
て
い
る
大
井
上
康
や
岡
田
茂
吉
、
檜

崎
皐
月
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
な
ど
は
、
傍
流
や
異
端
的
宗
教
と
い
う
こ

と
で
排
除
さ
れ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
天
然
農
法

へ
の
農
法
革

命
は
、
す
で
に
農
家
の
現
場
に
お
い
て
現
在
進
行
形
で
す
す
ん
で
い

る
。　
一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
以
上
の
先
駆
け
的
な
経
験
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
な
か
で
、
現
在
必
要
な
こ
と
は
、
応
用
科
学
た
る
農
学

が
も
う

一
度

つ
つ
ま
し
く
現
場
主
義

の
立
場
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
は

な
い
の
か
。
そ
し
て
素
直
な
感
受
性
に
も
と
づ
い
て
農
家
の
心
と
響

き
あ
い
、
農
家
の
知
恵
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
と
も
に
新
た
な
農
法
、

社
会
の
構
想
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
然
農

法

へ
の
日
本
の
農
法
革
命
は
、
同
時
に
農
学
の
革
命
で
も
あ
る
。

他
の
お
も
な
参
考
文
献

守
田
志
郎

『農
業
に
と
っ
て
技
術
と
は
な
に
か
』
、
農
文
協
、　
一
九
九

四

飯
沼
二
郎

「農
業
革
命
論
』、
未
来
社
、　
一
九
八
七

津
野
幸
人

『小
農
本
論
』
、
農
文
協
、　
一
九
九

一

川
勝
平
太

『文
明
の
海
洋
史
観
』
、
中
央
公
論
社
、　
一
九
九
七

林
　
秀
彦

『ジ
ャ
パ
ン
、
ザ
・
ビ
ュ
ー
テ
イ
フ
ル
』
、
中
央
公
論
社
、　
一

九
九
六

同

　

　

『中
央
公
論
』

一
九
九
六
年
五
～
八
月
号
、　
一
九
九
七
年

二
・
四
月
号
所
収
の
随
想

中
島
紀

一
「昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
民
間
稲
作
農
法
の
展
開
」
翁
農
耕

の
技
術
と
文
化
』
第

一
八
号
、　
一
九
九
五
）

渡
邊
勝
之

「プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
に
お
け
る
伝
統
医
学
の
存

在
意
義
」
翁
明
治
鍼
灸
医
学
』
第
二
〇
号
、　
一
九
九
八
）

徳
永
光
俊

「飯
沼
農
業
理
論
の
展
開
―
―
風
土
と
農
業
革
命
―
―
」

翁
経
済
史
研
究
』
第

一
号
、　
一
九
九
七
）

同

　

　

『
日
本
農
法

の
水
脈
―
―
作
り
ま
わ
し
と
作
り
な
ら
し

―
―
」、
農
文
協
、　
一
九
九
六

同

　

　

『
日
本
農
法
史
研
究
―
―
畑
と
田
の
再
結
合

の
た
め
に

―
―
』、
農
文
協
、　
一
九
九
七

（と
く
な
が
　
み
つ
と
し
。
大
阪
経
済
大
学
教
授
）

′30




