
中
国
中
南
部
の
土
壌
侵
蝕
と
農
耕
文
化

千

葉

ノ古
ι"ニA、

爾

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

中
国
北
部
の
黄
土
地
帯
で
は
、
古
代
か
ら
土
壌
侵
蝕
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
流
亡
土
が
黄
河
水
系
に
入
っ
て
河
水
を
混
濁
さ
せ
て
い
る

中
国
の
土
壌
研
究
に
貢
献
し
た
し
ま
5
2
叶
吉
岡
℃
も
、

中
国
の
土
壌

こ
と
は
、
既
に
「
後
漢
書
」
に
も
注
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

侵
蝕
は
そ
の
全
域
で
数
千
年
前
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
結
果
表
土
が
失
な
わ
れ
て
現
在
の
よ
う
に
山
地
生
産
力
が
低
下
し
、

か
つ
洪
水
時

中
国
の
山
地
居
住
人
口
の
稀
薄
な
理
由
を
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
咋
円

の
氾
濫
が
は
げ
し
く
な
っ
た
と
考
え
た
。

さ
ら
に

彼
は
、
と
く
に
華
南
の
赤
色
土
壌
に
つ
い
て
、
山
腹
に
も
階
段
状
耕
地
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
丘
陵
地
に
も
陶
器
片

が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
か
つ
て
は
こ
れ
ら
の
地
区
に
も
住
民
が
あ
っ
た
も
の
が
、
土
壌
侵
蝕
の
結
果
と
し
て
退
去
の

止
む
な
き
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
し
た
o

こ
の
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
学
者
や
地
理
学
者
の
多
く
は
同
調
的
で
あ
っ
て
、
特
に
こ
れ
に
つ
い
て
反
論
し
た
も

73 

の
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
切
片
山
江
田
r
。。-ロ
B
古
田
大
学
の
出
。
】
UEm-HF
は、

人
口
問
題
の
研
究
か
ら
こ
の
よ
う
に
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土
壌
侵
蝕
を
古
く
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
に
異
議
を
と
な
え
、
そ
れ
が
激
化
し
た
時
期
を
十
八
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
と
述
べ
、
そ
の

理
由
を
主
と
し
て
山
地
斜
面
へ
の
玉
萄
黍
の
作
付
で
あ
る
と
指
摘
し
た
〈
2
3

」
れ
は
そ
の
時
期
や
原
因
を
具
体
的
に
し
て
い
る
点
で
、

こ
れ
ま
で
の
漠
然
た
る
古
代
か
ら
の
農
耕
の
作
用
と
い
う
見
解
よ
り
も
数
歩
前
進
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

出
。
の
主
張
は
、
十
八
世
紀
す
な
わ
ち
清
朝
中
期
に
お
い
て
、
各
地
に
発
生
し
た
戦
乱
が
難

」
れ
を
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
な
ら
ば
、

民
を
山
中
に
入
り
こ
ま
せ
た
と
説
く
。
特
に
、
当
時
畑
地
で
も
豊
か
に
食
糧
を
供
給
で
き
る
作
物
と
し
て
、
前
世
紀
に
中
国
の
中
心
的
な

地
方
に
導
入
さ
れ
は
じ
め
た
玉
萄
黍
と
甘
藷
と
い
う
作
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
は
濯
殺
に
依
存
す
る
水
稲
作
を
中
心
と
し
て
、

平
坦
な
沖
積
平
野
の
み
に
居
住
す
る
こ
と
を
常
と
し
た
漢
民
族
を
、
山
中
に
入
り
こ
ま
せ
る
上
に
大
き
な
作
用
を
果
し
た
と
論
じ
て
い

る
。
そ
の
故
に
、
ま
ず
こ
れ
ら
作
物
が
普
及
し
た
福
建
・
広
東
両
省
の
住
民
が
、

し
だ
い
に
山
間
部
に
入
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
運
動
は
は

じ
め
苗
族
の
多
か
っ
た
湖
南
省
の
山
地
に
向
い
、
苗
族
の
衰
え
に
乗
じ
て
湖
北
・
貴
州
・
四
川
な
ど
の
山
間
に
も
及
び
、
主
と
し
て
玉
萄

黍
を
作
付
け
し
つ
つ
、
人
口
密
度
を
増
大
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
明
代
ま
で
禁
山
と
し
て
一
般
住
民
の
立
入
り
を
禁
止
し
て
い
た
大
別
山

系
や
、
漢
水
上
流
の
荊
州
・
裏
州
な
ど
に
ま
た
が
る
山
地
は
、
こ
の
時
期
に
急
激
に
人
口
の
増
加
を
み
て
お
り
、
白
蓮
教
徒
の
叛
乱
な
ど

は
、
そ
の
よ
う
な
地
域
を
基
盤
と
し
て
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
中
国
に
お
こ
っ
た
一
大
民
族
移
動
と
も
い
え
る
。

こ
の
場
合
、
新
ら
し
い
移
住
者
た
ち
は
、
無
主
の
土
地
を
占
居
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
蓄
積
の
不
足
と
所
有
の
不
安
定
に
促
迫
さ
れ

て
、
短
期
間
に
最
大
の
収
穫
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
掠
奪
耕
作
に
走
り
や
す
い
。
か
く
し
て
斜
面
を
開
拓
し
た
耕
地
の
士
壌
管
理
は
極
め
て

お
ろ
そ
か
に
な
り
、
十
八
世
紀
後
半
の
こ
ろ
、
江
西
省
の
一
部
で
は
士
壌
侵
蝕
の
進
行
が
低
地
の
在
来
水
田
を
埋
没
す
る
と
い
う
問
題
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
土
壌
侵
蝕
は
揚
子
江
流
域
に
す
み
や
か
に
拡
大
し
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
前
江
省
北
部
か
ら
安

徽
省
南
部
地
方
の
地
主
た
ち
は
、
官
府
に
玉
萄
黍
作
付
の
制
限
を
要
望
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
地
方
の
荒
廃
し
た
丘
陵
地
で
は
、



お
も
に
チ
ャ
お
よ
び
コ
ウ
ヨ
ウ
ザ
ン
(
広
葉
杉
)

の
植
栽
が
お
こ
な
わ
れ
、
土
壌
侵
蝕
を
防
い
で
い
る
。

叶
roH℃
に
よ
る
と
、
前
者
は

古
赤
色
土
、
後
者
は
新
赤
色
土
の
分
布
地
に
多
い
と
い
う
(
3〉
O

国
O

が
玉
萄
黍
栽
培
の
土
壌
侵
蝕
に
及
ぼ
す
作
用
を
、

新
ら
し
い
耕
地
獲
得
へ
の
人
類
活
動
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
点
は
、

ア
メ

リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
中
西
部
開
拓
史
の
教
訓
を
、
中
国
に
適
用
し
た
見
解
と
み
ら
れ
、
卓
見
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
著
者
が
中
国
方
志

の
資
料
を
通
観
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
単
に
玉
置
黍
の
み
か
甘
藷
、
煙
草
な
ど
新
大
陸
原
産
作
物
に
共
通
し
た
土
壌
侵
蝕
促
進
性
が
認
め
ら

れ
る
o

さ
ら
に
、
在
来
の
作
物
で
あ
る
藍
、
茶
、
桐
な
ど
の
樹
芸
作
物
、

一
般
的
に
は
土
壌
侵
蝕
を
防
止
す
る
作
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る

も
の
も
、
土
壌
侵
蝕
を
発
生
さ
せ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
単
に
技
術
的
理
解
に
止
ま
る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
土
壌
侵
蝕
の
激
化
は
、
小
麦
が
土
壌
腐
植
を
も
っ
と
も
多
く
消
費
す
る
作
物
と
し
て
、
リ
グ
ニ
ン
そ
の
他
の
土
壌
国
粒
構
造
形
成
物
質

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

を
不
足
さ
せ
、
そ
の
侵
透
能
を
低
下
さ
せ
る
と
共
に
流
亡
性
を
高
め
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
ハ
4
u
o

こ
の
大
陸
原
産
の
畑
作
物
は
甘
藷
に

せ
よ
、
煙
草
に
せ
よ
、
腐
植
質
の
士
壌
を
好
み
、
そ
れ
を
消
費
し
つ
つ
生
育
す
る
点
で
、
連
作
に
よ
る
土
壌
の
流
亡
性
を
高
め
や
す
い
。

そ
れ
ら
が
中
国
の
丘
陵
地
に
も
同
じ
作
用
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
社
会
的
な
無
計
画
性
、
こ

と
に
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
食
糧
基
地
と
し
て
掠
奪
的
な
作
物
栽
培
を
行
な
っ
た
ア
メ
ワ
カ
大
陸
の
住
民
が
、
大
地
か
ら
受
け
た
反
作
用

で
あ
る
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
地
理
学
的
な
眼
で
み
た
ア
メ
リ
カ
地
域
の
文
化
的
構
造
と
い
う
も
の
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
休
閑
あ
る
い
は
牧
草
栽
培
を
は
さ
む
非
施
肥
農
耕
文
化
を
も
っ
ヨ

1
ロ
v
パ
民
族
が
、
そ
の
作
物
を
連
作
す

る
だ
け
で
な
く
、
新
大
陸
原
産
の
裸
地
に
株
植
え
す
る
畑
作
物
を
、
機
械
化
耕
転
で
連
作
す
る
と
い
う
方
式
で
広
大
な
地
積
に
栽
培
し
た

こ
と
に
、

農
法
の
誤
用
が
あ
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
ハ
5
3

同
じ
意
味
で
、
そ
れ
ま
で
水
稲
や
そ
さ
い
を
平
坦
な
耕
地
で
園
耕
す
る
方
式

75 

を
常
と
し
た
農
民
が
、
新
大
陸
と
同
じ
よ
う
に
傾
斜
地
の
植
生
を
剥
ぎ
と
り
、
株
植
え
列
状
栽
培
を
試
み
た
点
に
、
顕
著
な
士
壌
侵
蝕
の
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発
生
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
単
に
傾
斜
面
に
粗
放
な
耕
作
を
試
み
た
と
い
う
以
上
に
、
異
な
っ
た
農
耕
文

化
の
聞
に
お
け
る
単
純
な
作
物
の
み
の
伝
播
が
、
誤
っ
た
士
地
利
用
法
に
よ
っ
て
大
き
な
災
害
を
発
生
し
た
事
例
と
し
て
、
士
壌
侵
蝕
を

と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
著
者
の
発
想
と
し
て
本
論
を
草
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

(
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国
。
の
研
究
が
す
ぐ
れ
て
い
る
点
の
一
つ
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
多
数
の
中
国
方
志
を
駆
使
し
て
、

特
に
土

壌
侵
蝕
の
み
に
限
ら
ず
各
方
面
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
事
実
を
、
歴
史
的
な
大
局
の
展
開
に
組
み
こ
ん

で
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
、
中
国
方
志
の
文
章
は
、
英
文
に
表
現
す
る
と
か
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
る
の
で
、

出
。
の
引
用
も
か

な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、

い
ち
い
ち
原
文
に
当
っ
て
み
な
い
と
そ
の
主
張
の
根
拠
の
妥
当
性
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
が
難
点
と

い
え
よ
う
。
そ
の
点
で
日
本
文
は
か
な
り
有
利
で
あ
る
か
ら
、
私
は
な
る
べ
く
方
志
原
文
を
ひ
い
て
読
者
の
便
に
供
し
た
い
。
そ
の
形
式

と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
和
文
で
大
意
を
述
べ
た
後
に
原
文
を
摘
記
し
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
図
。
の
ね
ら
い
は
、



そ
の
表
題
に
示
す
よ
う
に
中
国
の
人
口
問
題
に
あ
る
の
で
、
お
の
ず
か
ら
引
用
の
重
点
は
私
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
彼
は
玉
萄
黍
お
よ
び
甘
藷
に
つ
い
て
、

通
説
と
異
な
っ
た
西
方
雲
南
方
面
か
ら
の
導
入
説
を
採
り
、

そ
の
根
拠
(
6
〉に

ま
で
説
き
及
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
も
よ
り
綿
密
で
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
土
壌
侵
蝕
の
前
提
と
し
て
は
天
然
植
生
の
破
壌
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
図
。
は
こ
れ
を
自
明
の
与
件
と
し
て
改

め
て
述
べ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
資
料
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
ま
ず
そ
の
い
く
つ
か
を
示
そ
う
o
も
と
も
と
中
国
の

森
林
植
生
は
明
代
以
来
漸
次
破
壊
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
(
7
〉、

華
南
の
各
地
は
清
朝
初
期
に
呉
三
桂
ら
い
わ
ゆ
る
三
藩
の
乱
に
よ
っ

て
騒
が
し
く
、
湖
南
省
潤
陽
県
一
帯
も
兵
乱
に
よ
っ
て
多
く
の
住
民
が
惨
殺
さ
れ
、
耕
地
も
荒
廃
減
少
し
た
。

「
同
治
潤
陽
県
志
」
に
は

そ
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
ハ
8
3

中国中南部の土壊侵蝕と農耕文化

濃
(
雲
南
)
の
反
逆
に
よ
っ
て
湖
陽
県
の
住
民
は
惨
殺
の
災
を
う
け
、
田
地
も
荒
れ
は
て
た
。
そ
こ
で
深
山
密
林
の
景
観
が
集
落
の
す
ぐ
傍
に
展
開

す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
森
林
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
つ
く
さ
れ
、
高
山
峻
嶺
に
い
た
る
ま
で
貧
困
な
民

が
耕
作
し
て
寸
土
も
余
さ
な
い
。
こ
の
た
め
木
材
が
不
足
し
、
薪
の
価
も
日
々
高
く
な
る
有
様
だ
。

-
漠
逆
之
乱
調
遭
惨
殺
田
地
荒
蕪
、
深
筈
密
林
在
在
皆
在
、
近
墾
隔
且
尽
雄
高
山
峻
嶺
、
窮
民
種
植
其
間
不
遺
寸
土
。
材
木
不
足
薪
価
且
日
昂
尖
|

「
四
川
省
酉
陽
直
隷
州
志
」
も
、
こ
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
す
〉
O

こ
の
地
方
は
数
年
来
狼
が
荒
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
こ
の
地
に
は
狼
は
居
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
や
っ
て
来
て
、
家
畜
を
食
い
独

り
道
行
く
者
も
危
害
を
受
け
、
こ
と
に
子
供
の
噛
ま
れ
る
こ
と
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
住
民
は
土
着
者
少
な
く
、
多
く
は
貴
州
省
・
湖
北
省
・
江
西
省

方
面
か
ら
来
任
し
た
者
で
、
彼
等
は
各
地
を
流
れ
歩
い
て
こ
こ
に
来
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
荒
れ
た
林
や
深
い
森
を
伐
開
い
て
耕
地
と
し
、
山
や
谷

に
茅
屋
を
か
ま
え
、
樹
皮
で
屋
根
を
ふ
さ
、
煉
瓦
建
の
本
格
的
な
住
居
に
ナ
む
の
は
十
戸
の
う
ち
コ
一
戸
程
度
で
あ
る
。

ー
(
狼
苔
の
項
は
省
略
)
居
民
土
着
栃
少
、
卒
皆
斡
楚
M
A

江
石
人
、
流
寓
絃
土
墾
荒
郎
刊
泌
銭
円
、
附
谷
依
山
結
茅
慮
、
竪
板
屋
並
以
樹
皮
、
蓋
者
瓦
房

居
十
之
三

l

'77 
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森
林
を
伐
採
し
て
間
も
な
い
開
墾
耕
地
に
、
樹
皮
で
葺
い
た
小
屋
が
点
在
し
、
棲
処
を
失
な
っ
た
野
獣
が
四
散
し
た
た
め
に
、
食
物
に

乏
し
く
な
っ
た
狼
が
か
え
っ
て
住
民
や
家
畜
を
襲
う
と
い
っ
た
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
農
村
景
観
が
、
こ
の
短
い
文
章
に
よ
っ
て
活
写
さ
れ

て
い
る
と
思
う
。

貴
州
省
は
苗
族
が
衰
え
た
と
こ
ろ
に
、
漢
民
族
が
比
較
的
早
く
か
ら
進
出
し
た
地
域
と
し
て
、

国
o
が
指
摘
し
た
地
方
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
も
、
原
住
民
出
身
の
土
司
を
廃
し
て
流
動
す
る
中
央
政
府
の
官
吏
に
よ
っ
て
統
治
す
る
い
わ
ゆ
る
改
土
帰
流
(
一
七
三
五
年
)
以
前

に
は
森
林
が
多
か
っ
た
。

一
八
三
六
年
刊
の
「
松
桃
庁
志
白
〉
」

に
よ
る
と
、

百
年
以
前
に
は
な
お
未
墾
の
地
が
多
く
、
雑
木
の
森
林
が
茂
り
、
港
木
林
や
草
原
も
広
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
山
頂
か
ら
水
際
ま
で
ほ
と

ん
ど
空
地
が
な
い
ほ
ど
開
発
さ
れ
、
こ
と
に
近
年
は
玉
県
判
黍
を
山
際
斜
面
に
栽
培
し
、
ま
た
や
や
平
坦
な
場
所
に
は
ひ
ろ
く
甘
藷
が
植
え
ら
れ
て
、
こ

れ
ら
が
貧
困
な
住
民
た
ち
の
主
食
糧
と
な
っ
て
い
る
。

l
百
年
前
尚
有
未
墾
之
地
、
榛
芳
蒙
密
濯
葬
縦
横
、
今
則
山
嶺
水
沼
殆
無
蹟
土
、
近
今
於
山
之
阪
陀
之
処
多
種
包
殻
、
山
之
平
桁
処
広
栽
紅
薯
、
貧
民

資
以
佐
食
|

同
じ
く
「
思
南
府
士
山
」
に
も
次
の
記
載
が
み
え
る
日
u
o

思
南
地
方
の
山
は
、
本
来
す
べ
て
禿
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
水
も
す
べ
て
溜
り
水
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
森
林
も
あ
り
流
れ
も
あ
る
の
だ

が
、
た
だ
土
が
や
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
米
や
麦
以
外
の
殻
類
が
食
糧
の
主
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
さ
い
や
果
実
も
こ
れ
と
並
ん
で
主
要
食
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
数
十
年
前
ま
で
は
一
抱
え
以
上
の
大
木
が
多
く
、
森
林
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
そ
れ
ら
は
伐
採
し
て
四
川
方
面
に
売
ら
れ
て
し

ま
い
、
現
在
で
は
墓
地
や
神
域
に
わ
ず
か
に
残
る
も
の
が
あ
る
程
度
に
す
、
き
な
い
。

-
按
思
南
山
不
尽
童
水
不
尽
奴
、
惟
土
性
痔
薄
鮮
一
一
骨
腹
、
以
故
雑
糧
与
称
並
重
至
競
果
之
属
均
足
供
食
、
数
十
年
前
合
抱
之
木
所
在
多
有
、

A
7
為
土

販
運
旧
川
崎
呪
祈
伐
無
余
、
嘘
墓
神
壇
間
有
存
者
|

こ
の
よ
う
な
記
述
は
単
に
楊
子
江
上
流
の
山
地
に
と
ど
ま
ら
ず
、

は
る
か
下
流
の
准
河
地
方
の
平
坦
地
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
大



別
山
系
の
末
端
の
丘
陵
地
に
あ
る
安
徽
省
北
部
鳳
台
県
の
事
例
を
引
い
て
お
く
白
)
O

八
公
山
は
県
域
の
北
に
あ
る
山
で
、
畜
章
一
百
(
五
世
紀
に
成
る
)
に
も
、
八
公
山
の
草
木
は
み
な
人
の
形
を
し
て
い
る
と
出
て
い
る
名
山
で
あ
る
。
古

老
は
皆
こ
の
北
山
H
八
公
山
に
は
以
前
は
よ
い
樹
木
が
あ
っ
て
建
築
材
と
な
っ
た
と
い
う
。

A
7
の
県
域
内
に
あ
る
古
い
建
物
は
多
く
北
山
の
木
材
を
用

い
た
も
の
で
、
青
横
・
紅
積
な
ど
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
は
み
な
一
か
か
え
ほ
ど
も
あ
っ
た
。
現
在
で
も
古
い
建
物
を
こ
わ
す
と
ま
だ
折
々
み

つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
代
の
末
に
戦
が
あ
っ
て
域
内
が
焼
け
、
そ
の
後
遂
に
木
は
伐
り
つ
く
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
住
民
は
冬
に
な
る
と
山

に
入
り
草
の
根
を
掘
っ
て
炊
事
の
た
め
の
燃
料
と
し
、
一
尺
ほ
ど
の
小
さ
い
木
も
切
取
る
ば
か
り
か
、
根
ま
で
掘
取
っ
て
売
り
、
そ
れ
を
薪
と
し
て
い

る。-
(
音
書
の
こ
と
は
省
略
)
故
老
皆
一
広
。
北
山
向
時
木
甚
美
中
棟
梁
、
今
城
中
老
屋
多
北
山
木
所
構
、
共
産
有
青
積
紅
橋
大
皆
合
図
以
上
、
発
老
屋
者

猶
時
々
得
之
。
明
季
兵
火
刊
伐
遂
尽
、
民
民
毎
冬
月
則
入
山
刻
草
根
以
襲
、
木
之
縫
祈
長
尺
余
者
井
其
根
掘
而
盤
情
之
以
為
薪
l
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辞
書
に
よ
る
と
績
は
叢
生
す
る
木
だ
と
あ
る
か
ら
、
根
元
か
ら
枝
わ
か
れ
し
て
生
長
す
る
木
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
一
か
か
え
も
あ
る

と
す
れ
ば
か
な
り
の
大
木
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
音
書
に
人
の
形
を
し
て
い
る
と
あ
る
の
を
そ
の
ま
ま
と
れ
ば
、
幹
が
太
く
て
や
や
高
い

部
分
か
ら
短
か
い
枝
が
叢
生
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
お
そ
ら
く
シ
デ
・
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
類
か
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
鳳

ム
口
県
の
よ
う
な
平
坦
地
で
、
明
代
末
期
の
十
七
世
紀
こ
ろ
ま
で
は
森
林
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
大
別
山
地
に

近
づ
い
た
地
方
で
は
、
よ
り
森
林
に
富
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
富
山
県
志
」
に
よ
る
臼
)
と
、

明
代
に
は
虎
を
は
じ
め
多

く
の
獣
が
棲
息
し
、
狩
猟
者
も
多
か
っ
た
が
、
清
朝
以
来
森
林
が
伐
ら
れ
て
野
獣
の
大
半
が
消
滅
し
、
荒
れ
た
草
原
に
棲
む
狼
と
狐
と
が

同
治
年
間
に
な
っ
て
出
現
し
た
と
、
ち
ょ
う
ど
四
川
の
酉
陽
地
方
で
述
べ
た
よ
う
な
生
物
相
の
変
動
を
記
載
し
て
い
る
。

zo
前
掲
(
3
)

こ
れ
は
道
光
年
間
の
進
土
鄭
珍
が
述
べ
た
玉
局
黍
歌
を
引
い
て
、

千
葉
徳
爾
五
O
O
年
来
中
国
原
生
林
の
縮
小
東
北
地
理
一
九
巻
四
号

都
俊
木
山
等
一
編
著
湖
南
省
調
陽
県
志
(
一
八
七
一
一
一
)

79 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

そ
の
西
方
伝
来
説
を
採
用
し
て
い
る
。
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(
9
)
 

(
叩
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

潟
世
流
等
編
著
四
川
省
西
陽
直
隷
州
総
志
(
一
八
六
一
二
)

粛
璃
等
貴
州
省
松
桃
直
隷
庁
志
(
一
八
三
六
)

粛
瑠
等
編
著
貴
州
省
思
南
府
続
士
山
(
-
八
四
一
)

葛
蔭
南
等
編
著
安
徽
省
鳳
台
県
士
山
(
一
八
九
コ
一
)

秦
達
章
等
編
著
安
徽
省
覆
山
県
志
(
一
九
O
五
)

さ
て
、
平
地
住
民
の
山
地
へ
の
移
動
が
森
林
植
生
を
破
壊
す
る
ま
で
は
、
上
記
の
資
料
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
後

に
土
壌
侵
蝕
が
と
も
な
う
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
前
述
し
た
四
川
・
貴
州
な
ど
の
資
料
か
ら
は
、
森
林
が
消
滅
し
て
耕
地
化
し
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
土
壌
侵
蝕
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
象
は
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
地
方
で
も
玉
萄
黍
は
広

く
栽
培
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
作
物
の
好
む
土
地
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
そ
な
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
垂
直
的
な
農
作
物
分
布
の
よ
く

発
達
し
て
い
る
貴
州
省
の
方
志
に
よ
く
記
述
さ
れ
て
い
る
臼
)
O

水
田
は
稲
に
よ
ろ
し
く
乾
田
は
胡
豆
に
適
す
る
。
山
地
で
土
地
の
肥
え
た
部
分
で
は
さ
ま
ざ
ま
の
豆
類
が
よ
く
で
き
、
高
山
地
に
は
萄
穀
H
玉
目
別
黍

が
よ
く
実
る
。
山
地
で
新
ら
し
く
開
墾
し
た
土
地
に
は
小
穀
H
粟
が
適
し
、
冷
湿
な
土
地
で
は
稗
が
よ
ろ
し
い
。
乾
燥
土
壌
に
は
麦
と
蕎
麦
が
あ
う
。

米
の
う
ち
で
は
水
子
米
だ
け
が
肥
沃
な
土
地
に
よ
く
他
の
穀
類
、
萄
穀
、
膏
梁
H
高
梁
、
香
麦
、
大
小
麦
、
青
裸
H
燕
麦
や
腿
山
豆
な
ど
は
、
府
借
地
で

も
収
穫
が
あ
る
。

ー
水
田
宜
稲
乾
田
宜
胡
豆
、
山
地
肥
者
宜
諸
豆
高
山
宜
沓
穀
、
新
墾
山
地
宜
小
穀
冷
湿
地
宜
稗
子
、
乾
繁
地
宜
麦
宜
蕎
米
惟
水
子
米
宜
肥
地
、
至
沓
穀

膏
梁
呑
麦
大
麦
小
麦
育
課
腿
山
豆
種
時
街
地
亦
徴
収
|

同
じ
く
「
古
州
庁
志
」
(
思
も
次
の
よ
う
な
菅
穀
栽
培
法
を
述
べ
て
い
る
。



山
地
の
肥
え
た
場
所
に
は
甘
藷
や
豆
が
適
し
、
高
い
土
地
に
は
沓
穀
、
新
墾
地
に
は
粟
が
よ
い
。
沓
毅
は
ま
た
玉
米
と
も
呼
び
高
山
地
に
栽
培
で
き

る
。
こ
れ
は
ひ
き
う
す
で
掲
い
て
米
H
砕
粒
と
し
、
飯
H
粒
食
と
し
て
食
べ
、
ま
た
醸
し
て
酒
を
つ
く
る
。
さ
ら
に
く
だ
い
た
も
の
は
飴
を
作
る
と
稲

米
か
ら
作
っ
た
も
の
よ
り
よ
ろ
し
い
。
現
在
繁
平
県
で
広
葉
杉
を
植
栽
し
て
い
る
土
地
で
は
、
こ
れ
を
は
じ
め
萄
穀
と
共
に
植
え
、
数
年
し
て
樹
木
の

方
が
地
表
を
覆
う
よ
う
に
な
る
と
沓
穀
の
栽
培
を
止
め
る
方
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

l
山
地
肥
者
宜
藷
豆
、
高
山
宣
萄
穀
山
地
新
墾
者
宜
小
穀
、
菅
穀
又
名
玉
米
高
山
可
穂
、
趨
以
為
米
可
作
飯
並
堪
作
酒
、
其
康
能
作
飴
鴎
比
米
製
更
佳

今
繁
平
栽
杉
之
山
初
年
倶
種
萄
穀
至
樹
査
地
方
止
l

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
て
も
、
玉
萄
黍
が
特
に
土
壌
侵
蝕
を
著
し
く
す
る
と
い
う
性
質
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
技
術

的
方
式
は
適
地
適
作
で
あ
り
、
ま
た
植
林
地
の
前
作
と
し
て
栽
培
す
る
、

一
種
の
切
替
畑
的
な
方
式
も
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
ら
は
山
地
に
適
し
た
栽
培
方
式
と
い
え
よ
う
。

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
同
じ
く
玉
萄
黍
の
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
し
か
も
土
壌
侵
蝕
が
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
地
方
は
、
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
を
次
に
概
観
し
て
み
よ
う
。

「
漸
江
省
分
水
県
士
山
」
自
)
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
(
傍
点
は
筆
者
)
0

玉
萄
黍
は
俗
称
長
穀
H
六
穀
(
五
穀
に
対
す
る
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
地
方
隠
は
品
目
は
こ
の
作
物
は
無
か
っ
た
が
、
清
の
乾
隆
年
聞
か
ら
江
西
・
福

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

建
よ
り
流
民
が
県
墳
を
越
え
て
入
り
こ
み
、
山
地
を
賃
借
し
て
そ
の
栽
培
を
は
じ
め
た
、
そ
の
方
式
は
地
表
の
草
を
取
り
去
っ
て
肥
土
を
覆
う
と
多
量

の
収
穫
が
あ
が
る
。
地
元
の
住
民
も
そ
れ
に
な
ら
う
の
で
山
の
土
が
荒
れ
、
雨
が
降
る
と
砂
醜
慨
が
水
で
流
れ
て
下
流
に
堆
積
し
、
常
に
水
田
や
民
家
を

埋

没

し

、

そ

の

損

失

は

益

に

よ

っ

て

つ

ぐ

な

え

な

い

。

、

1
萄
蓋
俗
呼
蒙
穀
、
邑
向
無
此
種
、
乾
隆
間
江
闘
遊
民
入
境
租
山
創
種
、
但
去
草
塞
糞
獲
利
厚
土
人
効
之
、
山
土
掘
霧
雨
後
砂
石
随
水
下
注
恒
沖
没
田

産
、
得
不
償
失
也
|

「
同
省
宜
平
県
志
」
ハ
立
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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宣
平
県
で
は
も
と
こ
の
作
物
H
玉
萄
黍
は
な
か
っ
た
が
、
乾
隆
問
、
五
十
年
こ
ろ
か
ら
安
徽
省
民
が
こ
の
地
方
に
来
て
、
以
前
か
ら
の
住
民
よ
り
土
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。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

地
を
賃
借
し
て
開
墾
し
、
他
の
作
物
を
栽
培
で
き
な
い
高
い
丘
や
急
斜
面
に
ま
で
播
種
す
る
。
そ
の
栽
培
法
は
地
表
の
草
を
た
だ
取
去
る
だ
け
で
、
肥

。
。
。
。
。
。
。
。
。

料
は
与
え
な
く
て
も
よ
い
。
こ
の
た
め
地
租
は
僅
か
数
銭
の
銀
を
支
払
え
ば
、
費
回
総
つ
ま
り
玉
萄
黍
の
数
百
担
(
一
担
は
百
斤
)
を
収
穫
す
る
。
こ
れ

は
初
め
す
こ
ぶ
る
安
価
だ
っ
た
が
、
後
に
は
他
の
穀
類
と
ほ
ぼ
同
様
の
値
段
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
萄
羅
百
斤
を
石
臼
で
粉
に
ひ
く
と
、
九

十
五
斤
の
歩
留
り
で
あ
っ
て
、
貧
農
五
、
六
日
分
の
食
糧
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
凶
年
に
は
こ
れ
を
食
う
者
が
多
く
、
土
着
民
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て

い
る
。た

だ
し
、
山
中
に
こ
の
作
物
を
栽
培
す
る
と
、
土
が
団
粒
を
な
さ
ず
ば
ら
つ
い
て
、
下
層
の
岩
石
が
露
出
し
て
く
る
。
そ
こ
で
、
い
つ
も
大
雨
の
あ

る
た
び
ご
と
に
、
山
の
砂
や
石
が
傾
斜
面
を
流
下
し
て
谷
に
流
入
し
水
の
流
を
ふ
さ
ぐ
。
宣
平
県
で
は
嘉
慶
五
(
一
八
O
O
)
年
に
洪
水
が
あ
っ
て
か

ら
と
い
う
も
の
は
、
渓
谷
の
淵
は
す
べ
て
砂
や
石
で
埋
没
し
、
水
を
た
く
わ
え
た
り
引
水
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
だ

か
ら
山
地
に
替
問
絡
を
十
数
年
栽
培
す
れ
ば
、
必
ら
ず
土
が
痔
せ
て
栽
培
で
き
な
く
な
る
し
、
同
時
に
竹
木
も
栽
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
災
害
は
こ
れ
に

と
も
な
っ
て
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

ー
ム
旦
初
無
此
者
、
乾
隆
四
五
十
年
間
安
徽
人
来
此
、
向
土
着
租
賃
墾
関
、
錐
陵
絶
高
崖
皆
可
布
種
、
止
宜
去
草
不
必
用
肥
、
是
以
税
銀
数
銭
可
収
萄
羅

数
百
担
。
初
価
頗
廉
後
与
穀
価
不
相
上
下
、
毎
百
斤
可
磨
粉
九
十
五
斤
、
貧
民
薙
多
数
日
糧
、
故
歎
歳
食
之
多
、
土
着
亦
効
種
之
、
但
山
中
種
此
則
土

器
結
石
出
毎
逢
大
雨
、
山
石
随
勢
下
明
渓
澗
塾
捺
J

官
盲
嘉
慶
五
年
大
水
、
渓
湾
悉
沙
石
堆
積
水
不
能
畜
取
是
之
故
。
然
山
種
沓
羅
十
余
年
必
敗
、
並
不

可
栽
竹
木
、
利
尽
而
害
随
之
内
矢
|

さ
き
に
み
た
貴
州
省
方
面
の
栽
培
法
と
、
こ
の
地
方
と
の
ち
が
い
は
、
前
者
が
適
地
適
作
主
義
で
無
差
別
な
土
地
利
用
を
避
け
、
場
合

に
よ
っ
て
は
切
替
畑
式
の
栽
培
方
式
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
斯
江
省
方
面
で
は
山
腹
に
対
し
て
全
面
的
な
園
耕
的
栽
培
を
施
し
、

単
に
自
給
食
糧
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
商
品
作
物
と
し
て
の
生
産
を
行
な
っ
て
い
る
ら
し
い
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
を
い
ま
少
し

詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
技
術
的
な
見
地
か
ら
み
た
栽
培
方
式
を
み
よ
う
。

「
江
西
省
官
宇
都
州
志
」
白
〉
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

山
地
を
調
べ
て
み
る
と
、
草
木
が
よ
く
繁
茂
し
て
い
る
場
合
は
土
壌
が
湿
気
を
帯
び
て
よ
い
状
態
で
あ
り
、
根
株
が
よ
く
張
っ
て
斜
面
の
土
を
固
め



て
い
る
。
そ
の
た
め
土
壌
は
し
っ
か
り
結
合
し
て
い
る
が
、
本
州
に
属
す
る
山
地
で
は
、
常
に
L
r
緋
判
、
恥
の
恥
わ
か
和
土
を
叫
W
L
V
、
掛
か
静
か
札
府
和
い
-

。
。
。
。
。
。

掘
り
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
山
地
に
は
緑
の
生
気
が
と
ぼ
し
く
、
一
望
す
れ
ば
す
べ
て
砂
地
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
た
だ
気
象
条
件
が
は

げ
し
い
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
山
の
土
が
粗
援
に
な
っ
て
浮
上
り
、
長
雨
が
ひ
と
た
び
つ
ず
け
ば
崩
落
し
て
、
山
下
の
水
田
に
堂
口
が
及
ぶ
。
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
谷
や
渓
流
に
も
土
砂
が
人
り
こ
み
、
流
路
が
つ
ま
っ
て
災
害
を
は
ら
む
の
で
あ
る
。

l
査
山
場
蓄
殖
草
木
薙
滋
霊
秀
、
根
株
幡
結
山
土
尤
藷
以
堅
凝
、
州
属
各
山
毎
多
鐘
削
草
皮
鋤
控
柴
兜
、
生
気
索
然
一
望
尽
成
沙
土
、
不
特
有
関
風
水

而
山
土
繋
浮
、
一
過
霧
雨
崩
卸
害
及
山
下
殺
回
、
各
所
鎗
澗
亦
被
沙
土
墾
塞
胎
室
口

こ
れ
は
極
め
て
科
学
的
な
精
確
な
観
察
で
あ
っ
て
植
生
が
土
地
保
全
に
果
す
役
割
を
適
確
に
把
握
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
と
に
日
射

と
土
壌
の
団
粒
構
造
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
、
耕
作
に
よ
っ
て
裸
地
の
山
地
斜
面
が
形
成
さ
れ
た
場
合
の
土
壌
侵
蝕
の
発
生
を
論
じ
て

い
る
点
は
、
本
書
が
道
光
四
(
一
八
二
四
)
年
の
編
集
に
よ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
卓
見
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
特
に
玉
萄

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

黍
の
栽
培
と
限
ら
ず
、
山
地
斜
面
の
こ
の
地
方
に
お
け
る
利
用
技
術
一
般
を
述
べ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
湖
北
省
鶴
峯

州
志
」
白
〉
も
類
似
の
耕
作
形
式
を
記
載
し
て
い
る
。

田
が
少
な
く
山
地
が
多
く
、
尾
根
や
傾
斜
地
の
土
の
痔
せ
た
土
地
は
み
な
玉
局
黍
が
栽
培
さ
れ
る
。
は
じ
め
開
墾
し
た
と
き
は
、
肥
料
を
与
え
な
く

て
も
よ
く
出
来
る
が
、
何
年
か
経
っ
と
浮
い
た
表
土
は
雨
で
流
れ
、
洗
い
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
良
い
土
の
と
こ
ろ
は
肥
料
を
与
え
れ
ば
耕
作

で
き
る
が
、
土
が
時
併
せ
た
場
所
で
は
一
年
中
努
力
し
て
も
利
益
は
あ
が
ら
な
い
。

1
田
少
山
多
波
陀
鶴
務
之
処
皆
種
沓
穀
、
初
開
墾
時
不
糞
閏
肥
、
閲
年
既
久
浮
土
為
雨
漆
洗
尽
、
住
壌
尚
可
糞
種
、
痔
処
終
歳
辛
苦
所
獲
無
銭
l

国
o
は
土
壌
侵
蝕
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
玉
萄
黍
栽
培
を
あ
げ
た
が
、

右
に
み
る
よ
う
に
土
壌
侵
蝕
は
実
は
作
物
の
如
何
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
栽
培
方
式
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
地
に
お
け
る
人
口
増
加
を
支
持
し
た
甘
藷
に
つ
い

て
も
、
土
壌
侵
蝕
の
発
生
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
か
ら
い
う
な
ら
ば
甘
裳
は
そ
の
蔓
性
の
茎
葉
が
地
表
を
覆
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

83 

降
水
の
地
表
破
壊
作
用
を
弱
め
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
う
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
物
の
こ
の
地
方
に
お
け
る
栽
培
技
術
が
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そ
B

の
ず
本
質
的
な
耕
作
形
態
と
異
な
っ
た
か
式
を
と
っ
て
一
い
だ
こ
と
を
示
す
!
と
思
か
れ
る
U

‘
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
方
式
で
あ
っ
た
〈
想
。

甘
藷
ば
農
民
が
蕃
藷
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
も
と
じ
の
地
の
産
物
で
は
な
い
。
近
、
年
福
建
・
広
東
の
移
官
者
が
苧
麻
を
栽
培
せ
ず
蕃
藷
を
多
く
作
る
。
一
そ

'
こ
で
山
地
が
開
墾
さ
一
れ
て
土
が
浮
き
、
長
雨
に
あ
う
と
土
砂
は
水
に
流
れ
て
、
河
川
切
に
入
り
、
堰
を
こ
わ
し
用
水
路
を
埋
め
、
農
地
の
水
利
に
絶
え
ず
患

を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

ff
k

一

l
甘
藷
土
名
蕃
藷
、
旧
非
土
産
、
近
年
多
闘
害
蓬
民
不
種
苧
麻
即
種
蕃
藷
、
山
遭
墾
懸
遇
涼
即
沙
土
随
水
入
河
、
、
漬
堰
於
港
屡
為
農
田
水
利
之
患
|

苧
麻
は
衣
料
自
給
の
代
表
的
作
物
で
あ
っ
て
、
そ

h
を
栽
培
し
な
い
之
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
商
品
経
済
を
営
む
農
業
生
活
を
し
て
い

る
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
「
湖
北
省
崇
陽
県
志
」

auは
清
代
の
前
期
と
後
期
と
に
お
け
る
土
地
利
用
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

清
代
の
は
じ
め
(
一
七
世
紀
後
半
)
に
は
、
崇
陽
県
の
東
南
部
で
は
聾
・
竜
・
地
黄
(
い
ず
れ
も
薬
草
)
・
紅
花
・
芥
穏
と
い
っ
た
作
物
が
栽
培
さ

れ
畑
地
は
平
地
や
丘
陵
の
ほ
ぼ
十
分
の
三
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
県
の
西
南
地
方
は
藍
・
甘
煎
・
山
芋
・
瓜
・
た
ば
こ
な
ど
の
商
品
作
物
が
穀
作
地
の
七

r

割
に
達
し
、
耕
作
者
の
半
分
が
商
工
業
に
従
一
う
兼
業
農
家
で
あ
っ
た
0

1

、

と
こ
ろ
が
乾
隆
の
は
じ
め
(
十
八
世
紀
前
半
)
、
紅
と
白
と
二
種
類
の
甘
藷
が
福
建
方
面
か
ら
伝
わ
っ
て
来
て
、
そ
れ
ま
で
の
竹
簸
に
お
お
わ
れ
た

山
地
は
至
る
と
こ
ろ
甘
藷
畑
と
な
り
、
山
聞
の
住
民
は
こ
れ
を
食
糧
と
し
て
い
る
。

ー
原
文
省
略
|

乾
隆
年
間
に
急
速
に
甘
藷
が
普
及
し
た
の
は
、

朝
廷
が
こ
れ
を
諸
州
に
す
す
め
て
栽
培
さ
せ
た
結
果
で
、

「
江
西
省
広
信
府
志
」
密
)

も
次
の
よ
ら
に
記
し
て
い
る
。

昔
は
無
か
っ
た
け
れ
ど
も
今
は
盛
に
栽
培
す
る
の
は
蕃
薯
で
あ
る
ο

こ
れ
は
J
V

一
ン
ド
洋
方
面
の
産
で
福
建
・
広
東
の
人
が
当
地
に
来
て
山
を
耕
レ
、

海
か
ら
持
参
し
た
苗
を
得
て
植
え
、
時
を
追
っ
て
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
色
は
黄
色
で
味
は
甘
く
、
食
え
ば
腹
が
は
り
凶
作
に
備
え
る
に
よ
い
。

そ
の
栽
培
は
今
(
一
七
八
三
年
)
よ
り
三
十
年
ば
か
り
前
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。



ー
有
土
日
無
而
A
7
盛
者
蕃
馨
、
出
西
洋
闘
寄
人
来
此
耕
山
携
其
泥
海
所
得
苗
種
之
日
漸
繁
多
、
色
黄
味
甘
食
之
療
餓
可
以
備
荒
、
歴
A
7
コ
一
十
余
年
余
|

甘
藷
に
は
し
か
し
な
が
ら
、
自
給
食
糧
と
し
て
の
意
味
が
強
い
。
純
然
た
る
商
品
作
物
と
し
て
土
壌
侵
蝕
を
発
生
せ
し
め
た
も
の
と
し

て
は
、
タ
バ
コ
す
な
わ
ち
姻
が
あ
げ
ら
れ
る
。

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

(
姻
は
)
旧
方
志
(
乾
隆
十
八
年
「
一
七
五
三
」
)
に
は
ま
た
の
せ
て
い
な
い
が
、
こ
の
四
、
五
十
年
来
日
ご
と
に
栽
培
が
増
加
し
て
い
る
。
春
植
え

て
秋
に
収
穫
し
、
毎
年
こ
の
地
方
で
約
百
万
両
の
価
格
に
達
し
、
そ
の
利
益
は
ほ
ぼ
米
穀
な
み
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
作
物
を
栽
培
す
る
土
地
は
み
な

山
の
尾
根
や
高
い
丘
陵
な
の
で
、
一
度
開
墾
し
て
し
ま
う
と
表
土
が
浮
上
り
、
大
雨
が
あ
る
ご
↓
と
に
そ
れ
が
流
下
し
て
、
斜
面
か
ら
河
川
に
な
だ
れ
入

る
の
で
、
河
道
が
日
ご
と
に
埋
没
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
状
態
が
長
く
つ
ず
け
ば
洪
水
な
ま
ね
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

ー
阻
士
山
未
載
近
四
五
十
年
日
漸
増
植
、
春
植
秋
収
、
毎
年
約
貨
銀
百
万
両
其
利
幾
与
禾
稲
等
、
但
種
姻
之
地
倶
在
山
嶺
高
阜
]
一
経
墾
閥
土
性
浮
索
、

毎
遇
大
雨
時
行
衝
刷
、
下
注
河
道
日
形
墾
塞
、
久
則
恐
成
水
患
!

こ
れ
は
一
「
広
東
省
南
雄
州
志
」
(
お
〉
の
記
事
で
あ
っ
て
、
当
時
ま
だ
水
害
発
生
に
は
聞
が
あ
り
、
土
壌
侵
蝕
の
初
期
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
そ
の
北
方
湖
南
省
永
明
県
で
も
山
地
の
開
墾
が
進
行
し
て
い
た

a
z

、
、
、
~

道
光
八
(
一
八
二
八
)
年
か
ら
十
二
年
ま
で
、
永
明
県
の
北
東
部
の
塘
下
・
雷
洞
の
二
つ
の
谷
で
は
、
倍
族
が
し
ば
し
ば
叛
乱
を
起
し
た
の
で
、
宝

慶
県
そ
の
他
の
地
方
か
ら
来
住
す
る
者
が
当
地
の
無
頼
漢
ど
も
と
結
托
一
し
、
先
を
争
つ
で
山
桃
を
借
地
し
て
は
開
墾
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
白

↑
雲
衝
J

上
木
源
な
ど
嶺
線
近
い
山
々
ま
で
土
地
が
租
借
さ
れ
た
の
で
、
今
や
各
分
水
界
の
数
百
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
森
林
も
一
斉
に
伐
採
さ
れ

山
地
の
土
壌
は
乾
燥
し
て
し
ま
い
、
水
源
が
澗
渇
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
近
年
は
山
間
住
民
の
耕
作
地
で
土
壌
が
肥
沃
で
あ
っ
た
も
の
も
痔

せ
て
し
ま
い
耕
種
の
利
益
は
失
な
わ
れ
て
し
ば
し
ば
官
府
に
訴
え
が
出
て
い
る
。

L
か
も
一
方
で
は
原
住
民
で
あ
る
倦
族
も
土
地
を
貸
し
て
利
を
得
、
移
住
民
も
毎
年
無
投
資
で
収
穫
が
あ
る
の
で
、
そ
の
い
き
お
い
と
実
力
と
は
高

位
大
官
た
ち
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
有
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
山
麓
地
方
の
往
民
は
荒
れ
た
耕
地
を
放
棄
し
、
住
居
を
す
て
て
忽
食J

と
な
H
J

持
被

し
て
ゆ
く
者
が
千
人
を
も
っ
て
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ー
道
光
八
年
至
L
卜
二
年
、
永
明
県
東
北
之
塘
下
雷
洞
両
源
、
被
碑
個
人
串
彩
宝
慶
等
処
客
民
勾
通
地
癒
先
後
佑
山
開
墾
、
既
、
而
佑
至
台
雲
衝
L
以
が
一
源
、
特

各
嶺
数
百
年
蓄
成
叢
林
一
得
研
伐
、
以
致
山
脈
枯
稿
水
源
洞
渇
、
近
山
民
田
腹
者
変
椿
大
失
耕
種
之
利
層
控
於
官
、
而
猪
与
客
民
歳
得
無
本
之
利
、
戸

85 
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勢
亦
大
官
無
如
何
、
致
嶺
下
氏
村
棄
田
慮
而
流
乞
道
路
数
以
千
計

他
地
方
の
記
事
に
は
、
先
住
者
と
新
ら
し
い
来
住
者
と
の
関
係
に
ふ
れ
た
も
の
が
な
い
が
、
こ
の
記
録
に
は
そ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。
具
体
的
な
耕
作
技
術
や
作
物
に
つ
い
て
の
記
述
は
明
ら
か
で
な
い
か
ら
、
土
壌
侵
蝕
の
発
生
は
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
原
住
民
の
倍
族
と
客
民
と
が
地
主
と
小
作
の
関
係
に
あ
り
、
森
林
伐
採
が
水
源
を
酒
渇
さ
せ
て
水
田
耕
作
者
の
旧
住
漢
族
、
が

苦
し
む
よ
う
に
な
っ
た
関
係
は
よ
く
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
土
壌
侵
蝕
は
山
地
を
利
用
す
る
倦
族
が
(
き
困
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
れ
ば

さ
ほ
ど
い
ち
じ
る
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
倍
族
の
山
地
耕
作
方
式
が
、
切
替
畑
式
の
も
の
で
、
耕
地
全
面
を
清
掃
ザ
ヒ
て
株

植
え
ま
た
は
列
状
栽
培
を
す
る
漢
民
族
の
園
耕
方
式
に
よ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
さ
き
に
土
壌
侵
蝕
の
発
生
に
つ
い
て
、
植
生
の
意
義
を
精
確
に
把
握
し
て
い
た
江
西
省
寧
都
府
で
は
、
タ
バ
コ
栽

培
に
よ
っ
て
い
ち
じ
る
し
い
土
壌
侵
蝕
の
発
生
が
記
録
さ
れ
て
い
る

a〉

O

煙
の
産
地
は
日
本
か
ら
出
て
、
明
代
の
末
期
天
啓
・
崇
禎
の
こ
ろ
(
一
六
二
一
|
四
四
年
)
は
じ
め
て
中
国
内
部
に
入
っ
た
。
そ
し
て
現
在
で
は
遂

に
栽
培
し
な
い
土
地
が
な
い
ほ
ど
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
寧
都
地
方
で
は
州
庁
の
所
在
地
や
石
城
地
方
で
も
多
産
す
る
が
、
隣
接
す
る
瑞
金
県

ほ
ど
多
く
は
な
い
。
州
庁
所
在
地
方
で
は
煙
を
多
く
山
地
に
栽
培
す
る
の
で
、
山
の
土
は
す
き
か
え
さ
れ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
大
雨
が
降
る
と
土
砂

は
水
と
共
に
流
下
し
て
、
河
水
の
あ
ふ
れ
る
災
害
が
絶
え
な
い
。
故
に
山
地
の
煙
の
栽
培
は
禁
ず
る
が
よ
い
の
で
あ
る
。

ー
種
出
日
本
明
季
天
崇
間
始
入
内
地
、

A
7
遂
無
地
不
種
、
州
治
及
石
域
所
出
尚
不
如
瑞
金
之
多
、
州
治
多
種
山
煙
山
士
鋤
索
、
大
雨
時
沙
土
随
水
下
無

河
満
之
患
、
山
煙
在
所
宜
禁
|

よ
り
北
部
に
位
置
し
、
大
別
山
系
の
裾
に
当
る
湖
北
省
東
部
で
も
威
豊

(
一
八
五
二
)

年
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
(
幻
〉
O茶

菓
(
タ
パ
コ
)
は
ル
ス
ン
国
(
フ
ィ
リ
ピ
ン
)
か
ら
出
て
、
そ
の
地
で
の
名
称
は
タ
ン
パ
コ
で
あ
る
。
明
の
万
暦
年
間
に
福
建
の
人
が
こ
れ
を
導



入
し
て
栽
培
し
、
そ
れ
か
ら
出
る
焔
を
吸
う
こ
と
に
よ
り
マ
ラ
リ
ア
の
発
作
を
防
ぐ
に
用
い
た
。
そ
の
後
中
国
の
内
部
に
栽
培
す
る
人
び
と
、
が
次
第
に

ふ
え
、
そ
の
利
益
も
増
加
し
た
。
現
夜
新
州
で
は
青
山
・
崇
居
・
大
同
な
ど
の
地
方
に
栽
培
さ
れ
、
ま
す
ま
す
発
展
し
つ
つ
あ
っ
て
、
年
間
の
収
穫
は

十
余
万
絡
で
あ
る

Q

こ
の
た
め
に
山
地
の
土
砂
が
す
べ
て
河
川
に
流
入
し
、
河
床
は
日
ご
と
に
高
ま
っ
て
河
川
に
近
い
耕
地
は
い
つ
も
決
演
に
よ
る
被

害
が
あ
る
。
利
益
も
あ
る
が
災
害
も
そ
れ
に
伴
っ
て
お
こ
る
も
の
だ
。

l
茶
葉
出
呂
宋
国
番
名
淡
巴
菰
、
万
暦
間
関
中
人
種
之
吸
取
其
姻
以
禦
摩
気
、
後
内
地
種
者
漸
広
獲
利
漸
多
、
頃
年
斬
州
・
青
山
・
崇
居
・
大
同
諸

郷
、
種
之
益
歳
可
得
十
余
万
絵
、
山
地
沙
土
尽
帰
於
河
、
河
身
日
高
浜
河
之
田
累
被
漬
決
、
利
之
所
在
害
亦
随
之

l

こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
玉
萄
黍
や
甘
藷
は
自
給
作
物
と
し
て
の
面
も
大
き
い
か
ら
、
全
く
の
商
品
作
物
と
は
い

え
ず
、
必
ら
ず
し
も
利
潤
一
点
張
り
の
栽
培
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
の
計
算
も
示
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
タ
バ

コ
は
純
然
た
る
加
工
商
品
化
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
極
端
に
走
る
場
合
に
は
完
全
な
掠
奪
農
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

る
。
そ
う
し
た
も
の
に
藍
、
桐
油
、
茶
な
ど
が
か
ぞ
え
ら
れ
、
や
は
り
各
地
で
玉
萄
黍
や
甘
藷
ほ
ど
で
は
な
い
が
土
壌
侵
蝕
を
お
こ
し
て

い
る
。
既
に
事
例
を
挙
げ
す
ぎ
る
ほ
ど
に
引
用
し
た
か
ら
、

一
、
二
の
例
に
止
め
て
お
こ
う
。
江
西
省
東
部
の
広
信
府
で
は
乾
隆
年
問
、

既
に
土
壌
侵
蝕
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た

auo

郡
中
に
は
は
げ
山
が
多
く
、
薪
炭
材
を
採
取
す
る
に
も
苦
心
す
る
。
近
ご
ろ
山
間
の
村
落
は
各
地
で
桐
油
を
と
る
た
め
の
油
桐
や
染
料
と
し
て
の
藍

を
栽
培
す
る
の
で
、
全
山
が
耕
地
化
さ
れ
て
利
益
も
い
く
ら
か
あ
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
の
土
が
分
散
し
て
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
降
雨
が
あ
る
と

砂
石
が
崩
れ
て
渓
流
、
が
お
し
ふ
さ
が
れ
る
の
で
あ
る
。

-
郡
中
多
重
山
樵
採
甚
難
(
中
略
)
、
比
年
山
郷
広
植
桐
読
全
山
耕
為
隣
畝
利
亦
僅
有
之
、
然
市
山
土
疏
索
、
遇
雨
則
沙
石
崩
壊
埴
塞
鎗
整
l

こ
の
土
地
は
特
に
入
植
者
の
ひ
ら
い
た
土
地
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
新
束
の
玉
萄
黍
や
甘
藷
の
大
量
栽
培
、
が
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で

も
な
い
。
ま
っ
た
く
在
来
の
作
物
に
よ
っ
て
山
地
に
土
壌
侵
蝕
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
住
民
が
斜
面
耕
作
に
慣
れ
て
い
な
か
っ

87 

た
と
い
う
農
耕
文
化
上
の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る
例
と
い
え
よ
う
。



88 

っ
た

auo

同
じ
こ
と
が
福
建
省
建
甑
県
の
茶
栽
培
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
同
治
(
一
八
六
二

l
七
五
)
年
間
と
い
う
新
ら
し
い
時
期
の
こ
と
で
あ

建
甑
県
西
部
は
甚
だ
し
い
山
地
で
、
土
壌
も
薄
く
水
流
は
み
な
急
で
あ
っ
て
、
水
田
耕
作
に
困
難
な
地
方
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
収
穫
も
ま
た
之

し
い
。
と
こ
ろ
が
近
年
他
地
方
か
ら
移
住
し
て
来
る
者
が
多
く
、
山
腹
を
開
墾
し
て
茶
樹
を
栽
培
す
る
。
そ
こ
で
以
前
に
も
ま
し
て
山
地
に
樹
木
が
少

な
く
な
り
、
雨
が
降
る
と
軽
い
土
は
泥
と
な
っ
て
斜
面
を
流
れ
落
ち
、
下
流
の
水
田
は
土
で
お
お
わ
れ
、
早
魅
に
な
る
と
水
源
が
酒
れ
て
稲
は
枯
死
し

て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
農
民
は
大
そ
う
苦
し
む

1

西
甑
環
彊
皆
山
、
土
薄
水
潟
耕
作
甚
制
撤
収
穫
亦
薄
、
近
復
客
民
紛
集
墾
山
芸
茶
、
弥
望
皆
童
雨
則
、
泥
慈
市
田
室
、
場
則
泉
澗
而
苗
稿
農
人
苦
之
1

茶
の
よ
ら
に
稲
と
並
称
さ
れ
る
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
の
原
産
作
物
で
、
し
か
も
一
般
的
に
は
土
壌
侵
蝕
を
防
止
す
る
濯
木
性
の
密

生
樹
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
給
的
に
そ
の
作
物
の
性
質
に
適
順
し
た
栽
培
法
を
も
っ
て
育
成
さ
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
大
量
商
品
化
の
栽

培
方
式
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
土
壌
侵
蝕
を
発
生
さ
せ
う
る
好
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
U
)
 

(
日
)

(
同
)

(
げ
)

(
問
)

(
m
m
)
 

(
幼
)

(
幻
)

(
幻
)

(
幻
)

王
椿
等
編
著
増
修
貴
州
省
仁
懐
県
志
(
一
九
O
二
)

余
嵩
慶
等
編
著
貴
州
省
古
州
庁
志
(
一
『
八
七
八
)

減
承
宣
等
編
著
淑
江
省
分
水
県
志
(
一
九
O
七
)

皮
樹
栄
等
編
著
斯
江
省
宣
平
県
志
(
一
八
七
八
)

賞
、
永
給
等
編
著
江
西
省
寧
都
直
隷
州
志
(
一
八
二
四
)

台
鐘
頴
等
編
著
湖
北
省
鶴
峯
州
志
(
一
八
一
一
一
一
)

朱
文
藻
等
編
著
新
江
余
杭
県
志
(
一
八

O
八
)

伝
焚
鼎
等
編
著
湖
北
省
山
口
市
陽
県
志
爪
一
八
'
六
六
)

蒋
継
沫
等
編
著
江
西
省
広
信
府
志
(
一
八
七
三
)

戴
錫
給
等
編
著
広
東
省
南
雄
州
志
(
一
八
二
四
)



(
M
)
 

(
お
)

(
却
)

(
幻
)

(
お
)

(
m
m
)
 

万
発
元
等
編
著
湖
南
省
永
明
県
志
(
一
九
O
七
)

竹
村
卓
二
倍
族
の
亜
種
族
的
分
岐
金
関
武
夫
博
士
記
念
論
文
集
(
一
九
六
七
)

前
掲
(
国
)

潜
克
薄
等
編
著

前
掲
(
幻
)

察
振
堅
等
編
著

湖
北
省
新
州
士
山
(
一
八
五
二
)

福
建
省
建
甑
県
志
(
一
九
二
八
)

四

前
節
で
は
、
主
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
作
物
や
栽
培
方
式
と
の
関
係
で
、
土
壌
侵
蝕
を
考
察
し
て
き
た
が
、
土
壌
侵
蝕
を
促
進
も
し
く
は

中国中南部の土壊侵蝕と農耕文化

い
ま
一
っ
そ
の
管
理
を
集
約
的
に
あ
る
い
は
粗
放
に
す
る
作
用
と
し
て
重
要
な
、
土
地
所
有
関
係
と
い
う
も

の
の
あ
る
こ
と
は
既
に
第
二
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
o

多
く
の
土
壌
侵
蝕
が
主
と
し
て
流
民
、
客
民
の
祖
一
借
地
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き

た
こ
と
は
、
そ
の
現
わ
れ
と
い
え
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
土
地
所
有
関
係
が
土
壌
の
取
扱
い
、
ι

管
理
面
に
ど
の
よ
う
な
作
用

を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
、
二
、
一
一
一
の
事
例
を
求
め
て
み
よ
う
。
漸
江
省
東
部
で
は
訪
〉
、

近
年

a

住
民
が
小
利
を
は
か
つ
て
山
林
を
賃
貸
し
租
を
収
め
る
。
こ
れ
を
安
慶
府
地
方
か
ら
の
移
住
者
が
借
り
て
玉
萄
黍
を
栽
培
し
小
作
農
化
し
て
い

る
が
、
こ
れ
を
棚
民
と
呼
ぶ
。
こ
の
作
物
は
五
穀
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
貧
困
な
者
は
み
な
栽
培
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
た
め
山
林
が

開
墾
さ
れ
る
と
、
長
雨
に
あ
え
ば
土
壌
が
裂
け
崩
れ
、
水
田
の
稲
を
埋
め
渓
水
や
谷
底
を
埋
没
さ
せ
る
こ
の
た
め
地
表
の
湿
気
が
失
な
わ
れ
て
、
天
候

が
晴
天
続
き
で
あ
る
と
水
源
が
澗
れ
、
早
魁
の
時
も
長
雨
の
際
も
い
ず
れ
も
災
害
に
苦
し
む
。
そ
の
被
害
は
ま
こ
と
に
浅
く
な
い
。
し
か
も
こ
の
山
地

耕
作
の
た
め
他
地
方
か
ら
貧
し
い
移
住
者
が
十
人
百
人
と
群
を
な
し
て
く
る
の
で
、
地
元
の
住
民
と
争
い
を
起
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

、
!
近
年

r

人
図
小
利
、
将
山
租
安
慶
人
種
作
沓
麓
謂
之
棚
民
、
沓
産
収
穫
亦
足
補
五
穀
之
乏
、
民
不
為
無
済
茅
山
経
関
掘
遇
霧
雨
、
土
随
崩
裂
浬
没
田
末

濃
寒
渓
洞
、
以
致
水
無
潜
滋
給
晴
即
沼
早
涼
交
窓
口
実
不
浅
、
且
異
郷
鯨
民
什
伯
成
群
凌
札
生
事
勢
所
不
免
l

制
禦
す
る
要
素
と
し
て
は
、

也9



90 

こ
の
よ
う
に
移
住
小
作
民
が
集
団
を
な
し
、
風
習
言
語
の
異
な
る
た
め
に
地
元
住
民
と
衝
突
を
お
こ
し
て
、
不
安
定
な
社
会
状
況
を
示

す
事
例
は
、

福
建
省
南
平
県
(
邑
や
安
徽
省
控
徳
県
ハ
ぎ
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
。

」
れ
ら
は
小
作
農
民
の
地
位
と
も
相
ま
っ
て
、

土
地

管
理
、
土
壌
保
護
の
粗
放
さ
を
結
果
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ま
一
つ
、

は
る
か
離
れ
て
漢
水
の
水
源
に
近
い
陳
西

省
漢
南
県
(
お
)
の
事
例
を
み
よ
う
。

新
ら
し
い
来
住
者
に
は
湖
広
地
方
か
ら
の
者
が
も
っ
と
も
多
く
、
ま
た
四
川
方
面
出
身
者
も
多
い
。
本
籍
を
湖
広
と
す
る
者
に
次
ぐ
の
は
安
徽
・
広

東
・
広
西
省
出
身
者
で
、
さ
ら
に
河
南
・
貴
州
か
ら
来
る
者
も
た
ま
た
ま
あ
る
。
山
地
の
住
民
が
林
を
伐
り
荒
地
を
開
く
と
、
樹
林
に
お
お
わ
れ
て
い

た
土
地
は
肥
え
て
い
る
の
で
、
一
、
二
年
間
の
雑
穀
の
収
穫
は
必
ら
ず
一
平
地
の
二
倍
ほ
ど
あ
る
が
、
四
、
五
年
も
す
る
と
土
壌
の
肥
料
分
が
脱
け
、
山

も
急
峻
に
な
っ
て
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
大
雨
が
降
る
と
、
傾
斜
面
に
地
表
流
水
の
痕
跡
が
幾
筋
も
つ
く
。
そ
の
あ
と
に
は
た
だ
ご
つ
ご
つ
し
た
岩
石

が
残
る
の
で
、
他
の
土
地
を
え
ら
ん
で
開
墾
、
播
種
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
の
破
壊
さ
れ
た
土
地
は
、
放
置
し
て
お
け
ば
再
び
草
木
が
育
っ
て

き
て
、
そ
れ
が
枯
れ
た
り
葉
を
落
し
て
泥
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
ら
を
伐
っ
て
焼
き
灰
と
す
れ
ば
、
後
に
老
樹
の
森
林
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ

A
Y

。と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
老
熟
し
た
森
林
が
ま
だ
開
墾
さ
れ
な
い
以
前
に
は
、
狐
や
狸
が
棲
み
、
針
や
狼
が
叫
ぶ
深
山
で
あ
っ
て
、
地
元
の
人
び
と

は
他
地
方
か
ら
の
来
住
者
を
招
い
て
な
に
が
し
か
の
前
納
金
を
と
り
、
一
回
の
土
地
を
目
分
量
で
み
つ
も
っ
て
貸
与
し
、
開
墾
用
種
子
を
供
す
る
。
か

よ
う
な
一
団
地
は
個
人
に
は
広
す
ぎ
て
開
く
こ
と
が
困
難
な
の
で
、
こ
の
借
地
人
は
さ
ら
に
新
移
住
者
を
ま
ね
い
て
第
二
次
の
小
作
者
と
し
て
土
地
の

一
部
を
供
与
し
耕
種
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
数
十
年
続
く
と
、
耕
作
者
は
七
度
も
八
度
も
交
替
し
、
一
戸
が
耕
作
し
て
い
る
は
ず
の
団
地
は
数

十
戸
に
分
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
な
場
合
の
小
作
人
は
、
自
分
を
招
致
し
た
人
は
知
っ
て
い
て
も
、
も
と
も
と
の
地
主
が
誰
な
の
か
は
承
知

し
て
お
ら
ず
、
地
主
が
小
作
料
の
不
納
や
土
地
返
却
の
訴
訟
を
お
こ
し
た
場
合
、
中
間
に
七
、
八
人
も
の
佃
戸
招
致
者
が
介
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が

小
作
人
か
ら
地
代
の
上
前
を
は
ね
て
い
る
た
め
、
そ
の
銀
が
数
百
金
に
及
ぶ
こ
と
す
ら
あ
る
。

ー
新
民
両
湖
最
多
川
民
亦
多
、
次
湖
籍
則
安
徽
両
広
、
次
則
河
南
貴
州
間
亦
有
之
、
山
民
伐
林
開
荒
陰
問
調
、
肥
沃
二
一
年
内
雑
糧
必
倍
、
至
四
五
年
後

土
既
控
懸
山
又
陵
峻
、
夏
秋
駿
雨
沖
洗
水
痕
条
条
祇
存
石
骨
、
又
須
地
墾
、
原
地
停
空
漸
生
草
、
樹
枯
落
成
泥
或
祈
伐
焼
灰
方
可
復
種
老
林
(
中
略
)

老
林
未
閥
之
先
狐
狸
所
居
貌
狼
所
晴
晴
、
土
生
息
之
人
招
外
省
客
民
、
納
課
数
金
指
地
一
塊
立
約
給
其
墾
種
、
客
民
亦
不
能
尽
種
、
転
招
客
佃
積
数
十
年



有
至
七
八
転
者
一
戸
介
作
数
十
戸
、
何
只
認
招
主
不
知
地
主
為
誰
、
地
主
控
訟
至
案
中
間
七
八
転
之
、
招
主
各
受
佃
戸
頂
銀
往
々
算
数
百
金
l

こ
の
よ
う
に
、

は
る
か
陳
西
省
方
面
に
ま
で
土
壌
侵
蝕
を
展
開
さ
せ
た
の
は
、
山
間
の
在
来
農
法
を
知
ら
ず
、
姓
名
も
不
明
な
地
主
と

単
に
小
作
契
約
を
何
重
巳
も
結
ぶ
だ
け
で
、
極
め
て
不
安
定
な
生
産
と
居
住
と
に
甘
ん
ず
る
移
住
者
の
、
極
め
て
無
責
任
な
土
壌
管
理
の

あ
り
か
た
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
地
主
も
ま
た
賃
租
の
利
益
さ
え
あ
が
れ
ば
、
土
地
の
保
全
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
す
ら
あ
っ
た
。
も

し
収
穫
が
減
じ
、
ま
た
小
作
料
が
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
契
約
を
解
消
し
て
農
民
は
他
に
土
地
を
求
め
、
地
主
は
新
移
住
民
を
招
く
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
下
で
土
壌
侵
蝕
が
起
ら
な
い
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
異
常
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な

が
ら
、
清
朝
末
期
の
弛
緩
し
た
行
政
官
吏
が
編
述
し
た
方
志
を
資
料
と
す
る
限
り
、
こ
れ
以
上
の
具
体
性
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
山
地
へ
の
移
住
者
は
無
縁
の
新
来
者
で
あ
る
に
対
し
、
山
下
平
坦
地
の
水
田
所
有
者
は
旧
来
の
地
主
で
あ
り
、
在
郷
の
有
力
者
で
あ

中国中南部の土嬢侵蝕と農耕文化

る
か
ら
、
彼
等
の
所
有
地
が
土
壌
侵
蝕
の
被
害
を
受
け
る
側
で
あ
る
と
き
、
加
害
者
と
し
て
の
小
作
農
民
の
あ
り
か
た
に
は
、
同
情
が
乏

し
く
、
逆
に
み
ず
か
ら
の
制
度
や
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
不
利
な
記
載
に
乏
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は

そ
の
よ
う
な
土
地
所
有
関
係
や
所
有
者
の
社
会
的
位
置
な
ど
が
、
土
壌
侵
蝕
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
発
生
契
機
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重

要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
〈
号
、
あ
ら
た
め
て
適
切
な
資
料
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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五

」
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
私
が
約
六

O
O部
の
中
国
中

中国中南部の土壌分布と土壌侵蝕事例分布

南
部
の
方
志
類
か
ら
求
め
た
、
約
三

O
例
の
森
林
消

減
、
山
地
開
墾
及
び
土
壌
侵
蝕
に
つ
い
て
の
記
載
例

を
、
そ
の
分
布
地
と
い
う
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
。

』
・

4
r
o
H喝

の
作
成
し
た
中
国
王
壌
図
の
中
に
、
ぞ
れ

ら
の
分
布
を
示
し
た
の
が
第
一
図
で
あ
る
が
、
~
極
め
て

注
意
す
べ
き
分
布
上
の
特
性
と
し
て
土
壌
侵
蝕
の
発
生

地
は
ほ
ぼ
広
州
十
l
l長
沙
l

!
西
安
を
つ
ら
ね
る
線
よ

り
も
東
部
に
の
み
分
布
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
自
)
O

さ
ら
に
、
よ
り
詳
細
に
こ
の
分
布
を
検
討
す
れ
ば
、
土

第 1図

壌
侵
蝕
地
は
大
部
分
が
ポ
ド
ソ
ル
化
赤
色
土
の
丘
陵
あ

る
い
は
山
地
に
存
在
す
る
と
判
定
さ
れ
る
。
こ
の
分
布

上
の
偏
り
は
資
料
と
し
て
の
方
志
の
存
在
に
も
と
づ
く

も
の
で
は
な
く
べ
極
め
て
偶
然
性
の
高
レ
事
実
採
録
の

存
否
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
分
布
上
の
出
現
率
の
差
は



一
%
の
誤
差
内
で
有
意
で
る
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
壌
侵
蝕
の
発
生
そ
の
も
の
に
、
中
国
中
南
部
に
お
け
る
東
西
両
地
域
聞
の
差
が
あ
る

と
認
め
て
よ
い
。

こ
の
差
異
が
出
現
し
た
原
因
を
何
に
求
め
る
ニ
と
が
で
き
る
か
。
ま
ず
、
い
ま
確
認
す
る
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
観
点
で
の
、
土
壌
そ
の
も
の

の
性
質
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
第
一
図
の
範
囲
で
は
東
部
に
多
い
。

吋
}
H
O
H
℃
の
記
載
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
土
壌
が
比
較

的
流
亡
し
や
す
い
性
質
を
も
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
ご
の
土
壌
は
広
東
|

l
長
沙
線
以
西
に
も
か
な
り
分
布
す
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
赤
色
土
分
布
地
で
あ
っ
て
、
し
か
も
土
壌
侵
蝕
が
発
生
し
た
記
載
の
な
い
土
地
も
極
め
て
多
い
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
作
用
が
加
わ
っ
た
場
合
の
侵
蝕
さ
れ
や
す
い
素
質
と
し
て
、
土
壌
の
性
質
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
れ
を
原
因
と
い
う
こ
と

は
出
来
ま
い
。
西
部
の
雲
貴
高
原
は
森
林
の
破
壊
や
山
地
の
開
墾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
壌
侵
蝕
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
あ
た
ら
な
い
地

中国中南部の土壌侵蝕と農耕文化

区
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
の
土
壌
を
吋
ぎ
告
は
赤
色
土
よ
り
も
や
や
湿
気
が
多
く
淡
色
で
あ
る
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
流
亡
性
は
ポ

ド
ソ
ル
化
赤
色
土
と
大
差
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る

av
し
た
が
っ
て
、

筆
者
は
こ
の
点
の
み
か
ら
土
壌
侵
蝕
を
説
明
す
る
こ
と
は
困

難
と
考
え
る
。

広
東
i
|長
沙
1

1
西
安
の
線
よ
り
も
西
方
に
は
二
一
つ
の
土
鎧
侵
蝕
地
、
陳
西
省
漢
南
県
と
湖
北
省
長
楽
県
と
が
存
在
す
る
が
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
古
く
か
ら
切
替
畑
式
の
耕
作
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
無
住
の
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
こ
の
線
よ
り
西
の
そ
の

他
の
森
林
破
壊
や
山
地
開
墾
が
行
わ
れ
、
し
か
も
土
壌
侵
蝕
に
至
ら
な
い
土
地
は
、
多
く
苗
族
、
倍
族
な
ど
の
原
住
民
が
混
住
し
て
、

r

一い

彼
等
か
ら
在
来
、
の

わ
ゆ
る
万
耕
火
種
を
行
っ
て
き
た
地
域
に
当
っ
て
い
る
缶
百

」
れ
ら
の
地
域
で
は
新
ら
し
く
流
入
し
た
漢
民
族
も
、

作
物
を
受
容
す
る
と
共
に
、
そ
の
耕
作
法
を
も
学
ん
だ
と
み
で
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
地
表
の
雑
草
を
入
念
に
除
去
し
て
、
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目
的
と
す
る
作
物
の
み
を
播
種
す
る
、

し
か
も
そ
の
際
に
鍬
や
鋤
で
地
表
を
掘
起
し
で
土
を
軟
か
く
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
畝
を
立
て
る
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と
い
う
、
平
坦
な
圃
場
で
の
園
地
式
耕
作
方
法
を
と
る
漢
民
族
在
来
の
農
耕
方
式
で
は
な
い
。
林
地
を
切
払
う
か
火
を
か
け
て
潅
木
を
除

く
の
み
で
、
種
子
は
散
播
す
る
こ
と
が
多
く
、
表
土
を
掘
り
起
さ
な
い
の
が
こ
の
地
域
で
の
方
式
で
あ
る
。
浅
い
表
層
は
も
ち
ろ
ん
流
去

す
る
け
れ
ど
も
雑
木
の
根
や
草
生
地
が
、
土
壌
の
流
亡
を
か
な
り
防
止
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
水
上
流
や
大
別
山
系
な
ど
の
禁
山
地
区
で
は
、
苗
族
や
倍
族
も
居
住
し
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
流
入
し
た
漢
人
た
ち
は
平
地
で
の

農
法
を
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
長
沙
l
l
l
広
東
位
地
以
東
の
山
地
も
原
住
民
が
漢
化
し
て
か
ら
久
し
い
の
で
、
そ
れ
ら
山

問
地
の
開
墾
で
も
、
未
経
験
の
漢
族
流
民
に
よ
っ
て
平
坦
地
の
園
耕
方
式
が
そ
の
ま
ま
応
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
江

西
省
広
信
府
地
方
で
は
移
住
民
で
な
い
農
民
が
、
藍
や
桐
の
よ
う
な
在
来
作
物
を
栽
培
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
地
方
で
ま
だ
土
壌
侵

蝕
の
は
じ
ま
ら
な
い
乾
隆
時
代
の
は
じ
め
に
、
早
く
も
土
壌
の
流
亡
が
ひ
ろ
が
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
に
対
し
て
広
東
省
か
ら
福
建
省
南
部
に
か
け
て
の
山
地
が
、
山
も
け
わ
し
く
土
壌
も
赤
色
ポ
ド
ソ
ル
土
で
、
そ
の
土
台
風
の
襲

う
降
水
量
の
多
い
地
方
で
あ
り
な
が
ら
、
比
較
的
土
壌
侵
蝕
の
発
生
が
少
な
い
理
由
は
、
こ
の
地
方
の
山
間
で
焼
畑
耕
作
を
営
む
倦
族
の

一
派
と
し
て
の
舎
族
が
、
切
替
畑
式
の
栽
培
を
行
っ
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
翁
〉
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
焼
畑
も
土
壌
の
流
亡
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
大
被
害
を
も
た
ら
さ
な
い
の
は
、
表
土
の
流
亡
が
認
め
ら

れ
る
や
否
や
耕
作
を
中
止
し
、
常
白
固
化
し
な
い
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
福
建
省
長
汀
県
の
倦
族
の
方
式
は
(
号
、

ヤ
オ
族
の
栽
培
す
る
の
は
稜
禾
と
呼
ぶ
穀
物
で
、
そ
の
実
は
大
き
く
味
が
甘
く
て
呑
ば
し
い
。
耕
地
の
肥
料
と
な
る
の
は
焼
け
た
土
ゃ
、
草
木
が
黄

ば
ん
で
落
葉
し
た
も
の
の
で
、
山
々
に
大
雨
が
降
る
と
そ
の
灰
が
下
方
の
耕
地
に
流
れ
て
土
が
肥
え
る
。
播
種
は
ば
ら
ま
き
で
土
を
す
き
か
え
さ
ず
に

収
穫
で
き
、
現
在
こ
の
作
物
を
栽
培
す
る
者
は
た
い
そ
う
多
い
。

-
洛
民
所
樹
芸
日
稜
禾
、
実
大
且
長
味
甘
香
、
糞
回
以
火
土
草
木
貫
落
、
烈
山
沢
雨
渠
灰
潤
田
遂
肥
鏡
、
播
種
布
穀
不
転
存
而
穫
、
今
樹
芸
者
甚
衆
|

か
よ
う
な
植
物
と
焼
土
と
を
肥
料
と
す
る
方
式
は
、
華
南
福
建
方
面
の
山
間
で
は
倍
族
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
所
江
省
南
部
の
永



嘉
県
方
面
で
も
耕
地
上
に
草
や
薪
を
散
布
し
て
土
を
覆
い
、
こ
れ
に
火
を
つ
け
て
焼
い
て
そ
の
灰
土
を
以
て
肥
料
と
し
た
り
、
土
の
や
せ

た
耕
地
は
一
年
休
閑
す
る
と
い
う
方
式
が
古
来
行
な
わ
れ
て
き
た

a
v
か
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
古
人
の
智
恵
」
が
忘
れ
ら
れ
、

常
耕
水

目
的
方
式
が
傾
斜
地
の
畠
作
に
ま
で
も
ち
こ
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
地
域
の
土
壌
侵
蝕
の
原
因
を
求
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
山
地
耕
作
民
族
の
農
耕
文
化
が
そ
の
ま
ま
漢
族
移
住
者
の
も
の
と
な
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
雲
貴
高
原
の
周
縁
部
に
土
壌
侵

蝕
問
題
が
発
生
し
な
か
っ
た
事
実
は
、
東
部
の
土
壌
侵
蝕
の
主
要
な
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
玉
萄
黍
と
甘
藷
と
が
、

い
ず
れ
も
西
方
の

原
住
民
た
ち
の
伝
来
し
た
も
の
で
、
広
州
あ
る
い
は
は
潮
州
、
さ
ら
に
は
杭
州
湾
沿
岸
等
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
な
ど
が
も
ち
こ
ん
だ
も
の

で
は
な
い
と
い
う
図
。
の
主
張

(
C
に
裏
づ
け
を
与
え
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

い
わ
ゆ
る
西
南
夷
族
の
聞
に
古
く
か
ら
玉
萄
黍
の

一
種
が
存
在
普
及
し
て
い
た
こ
と
は
、
著
者
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
想
、

こ
の
土
壌
侵
蝕
を
起
し
や
す
い
作
物
が
、

彼
等
山
地

中国中南部の土嬢侵蝕と農耕文化

住
民
と
そ
の
聞
に
入
り
こ
ん
だ
漢
族
た
ち
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
大
量
に
栽
培
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
土
壌
侵
蝕
の
激
化
を
ま
ね
か
な
か

っ
た
理
由
は
、
こ
の
作
物
の
安
全
な
栽
培
方
式
が
、
極
め
て
古
い
時
期
か
ら
彼
等
の
文
化
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
推
論

し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
私
は
玉
萄
黍
の
み
に
つ
い
て
論
じ
て
甘
藷
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、

出
。
は
こ
れ
も
南
海
方
面
か
ら
中
国
西
南

部
に
入
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
・
ボ
ル
ネ
オ
奥
地
の
甘
藷
栽
培
が
、

コ
ロ
ン
ブ
ス
以
前
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
今
日
(
也
、

や
は
り
か
な
り
の
可
能
性
を
み
こ
ん
で
よ
か
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
も
こ
れ
ら
の
畠
作
物
に
つ
い
て
山
地
の
多
い

西
南
部
の
住
民
が
土
壌
侵
蝕
を
起
さ
ぬ
栽
培
方
式
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
で
土
壌
侵
蝕
を
激
化
さ
せ
た
華
南
東
部

の
住
民
よ
り
も
、
よ
り
早
く
か
ら
彼
等
の
農
耕
文
化
の
体
系
の
中
に
と
り
入
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

そ
の
新
ら
し
い
農
作
物
を
、

東
部
や
北
部
の
山
間
に
普
及
し
た
の
は
、

何
と
い
っ
て
も
流
民

G
Nの
功
績
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

95 

し
彼
等
は
常
畠
の
耕
作
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
行
く
と
こ
ろ
に
必
ら
ず
土
壌
侵
蝕
と
い
う
附
随
物
を
も
伴
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
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て
、
そ
れ
ら
の
土
地
の
丘
陵
斜
面
で
は
、
多
く
の

A
l
B層
が
失
な
わ
れ
、
そ
の
生
産
力
低
下
が
住
民
の
窮
乏
を
将
来
す
る
、
そ
の
よ
う
な

住
民
が
ま
た
山
地
の
樹
木
や
革
本
類
を
根
こ
そ
ぎ
さ
ら
い
取
っ
て
燃
料
・
肥
料
と
し
、
さ
ら
に
回
復
し
が
た
い
破
壊
を
ま
ね
く
と
い
う
悪

循
環
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
清
朝
末
期
以
来
ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
る
中
国
農
民
の
貧
困
の
、
少
な
く
も
一
部
の

原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
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葉
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