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『
会
津
農
書
』
の
土
性
論
と
施
肥
法―焼

酎
粕
を
中
心
に
―

　
　

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
原
発
事
故
は
、
放
射
能
汚
染
と

い
う
農
業
に
と
っ
て
も
甚
大
な
被
害
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
農
業
の
場
で
あ

る
田
畑
の
土
壌
の
汚
染
で
あ
る
。
原
発
周
辺
の
福
島
県
浜
通
り
の
町
村
で
は
、
平
成
二
十

九
年
五
月
現
在
居
住
困
難
区
域
に
あ
り
、
未
だ
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
町
村
も

あ
り
、
苦
渋
の
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
。
相
馬
郡
飯
舘
村
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
末

で
村
の
大
部
分
で
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
、
震
災
後
六
年
ぶ
り
に
販
売
を
目
的
と
し
た
田

植
え
作
業
が
行
わ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

田
畑
の
表
土
の
土
壌
を
は
ぎ
と
る
と
い
う
除
染
作
業
は
、
農
民
に
と
っ
て
は
自
分
の
身

体
の
一
部
を
は
ぎ
取
ら
れ
る
思
い
で
、
そ
の
作
業
光
景
を
見
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農

民
た
ち
は
、
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
耕
し
て
き
た
田
畑
の
土
壌
を
何
世
代
に
も
わ
た
り
、

長
い
年
月
を
か
け
て
作
り
あ
げ
て
き
た
。
農
業
は
農
民
に
と
っ
て
、「
土
つ
く
り
」
の
歴

史
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

本
稿
は
、
田
畑
の
土
性
と
そ
の
地
力
維
持
の
た
め
の
施
肥
法
を
中
心
に
、
会
津
地
方
に

お
け
る
伝
統
農
法
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
研
究
方
法
と
し
て
、
若
松
城

下
に
近
い
幕
内
村
（
現
在
の
会
津
若
松
市
神
指
町
幕
内
）
の
肝
煎
、
佐
瀬
与
次
右
衛
門
著

の
『
会
津
農
書
』
の
記
載
を
中
心
に
、
現
代
農
業
と
照
合
し
な
が
ら
論
述
し
た
い
。

　
　

一
『
会
津
農
書
』
の
土
性
論

　

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
佐
瀬
与
次
右
衛
門
著
『
会
津
農
書
』
に
は
、
会
津
地
方
の

田
畑
の
土
性
を
九
種
に
分
類
し
、
そ
の
性
質
を
解
説
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
作
物
や
品
種
に

つ
い
て
、「
田
地
位
」・「
畑
位
」
を
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
内
に
数
多
く
あ
る
農
書

の
中
で
も
稀
れ
な
例
で
あ
り
、『
会
津
農
書
』
の
内
容
を
特
色
づ
け
る
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

冒
頭
に
田
畑
の
土
性
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
業
に
と
っ
て
土
壌
が
い
か
に

大
切
で
あ
る
か
、
著
者
与
次
右
衛
門
の
一
貫
し
た
農
業
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

与
次
右
衛
門
は
、
土
壌
の
粒
子
の
大
小
に
よ
っ
て
真
土
・
砂
土
・
野
土
・
徒
土
の
四
種

に
分
け
、
さ
ら
に
真
土
に
は
黄
・
黒
・
白
と
色
に
よ
る
分
類
と
、
砂
・
野
・
徒
と
粒
子
に

よ
る
分
類
を
行
い
六
種
と
し
て
、
最
上
位
の
「
黄
真
土
」
を
上
の
上
と
位
置
付
け
て
い

る
。
さ
ら
に
与
次
右
衛
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
し
た
土
壌
の
一
升
の
重
さ
と
味
、
一
坪

お
よ
び
反
収
の
籾
量
ま
で
記
載
し
て
い
る
。
黄
真
土
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
載
し
て

い
る
。

　

黄
真
土　

厥
（
そ
の
）田
ハ
上
ノ
上

黄
色
に
黎

（
つ
し
み
く
ろ
）交
て
斑
成
事
山
鳥
の
羽
の
如
し
。
依
之
山
鳥
真
土
と
も
言
。
黄
真
土

の
上
位
な
る
ハ
土
の
本
色
黄
に
て
壌

（
は
ら
ら
ぐ
）な
り
。
其
味
甘
く
、
其
性
重
く
、
能
万
物
を

生
し
、
各
其
性
気
を
含
ま
せ
し
む
。
是
土
の
真
性
不
雑
之
誠
。
故
に
真
土
と
書
い
て

ま
つ
ち
と
読
也
。

　

注
記
に
よ
る
と
、「
黎
交
て
斑
成
」
は
黧

つ
し
み
く
ろ

交
斑
成
る
。「
黎
」
は
黒
色
の
意
で
、
土
に

青
黒
く
斑
点
が
混
じ
る
こ
と
あ
る
。
ま
た
、「
壌

は
ら
ら
ぐ」
は
、
ね
ば
ね
ば
せ
ず
に
膨
軟
で
、
肥

料
分
に
富
ん
で
い
る
こ
と
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
性
を
土
壌
学
で
は
、「
断
粒
構
造
」
と

呼
ん
で
い
る
。「
壌
」
は
黒
色
の
土
壌
で
、
腐
植
が
混
じ
っ
て
い
る
。
腐
植
は
表
土
に
暗

黒
色
な
い
し
黒
色
を
与
え
、
黒
色
の
腐
植
は
窒
素
に
富
み
、
他
の
養
分
の
吸
収
保
持
力
が

大
で
、
適
度
に
空
気
、
水
の
透
過
を
な
し
、
太
陽
熱
を
吸
収
し
地
温
の
上
昇
が
著
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
壌
土
で
腐
植
に
富
む
も
の
は
最
上
位
で
あ
る
。

　
「
壌

は
ら
ら
ぐ」
な
土
壌
、
す
な
わ
ち
膨
軟
な
土
壌
は
当
初
か
ら
十
分
な
酸
素
の
供
給
を
う
け
て

お
り
、
雨
水
の
浸
透
に
よ
る
水
分
と
酸
素
の
供
給
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、
土
の
中
の
バ
ク

テ
リ
ア
の
旺
盛
な
働
き
を
も
た
ら
し
て
、
堆
肥
な
ど
の
有
機
物
の
分
解
を
う
な
が
す
。
こ

の
よ
う
な
土
壌
で
農
作
物
を
栽
培
す
る
こ
と
が
、
理
想
的
な
農
法
で
あ
る
。「
壌
」
な
土

壌
か
ら
肥
料
分
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
養
分
を
補
給
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
黎
交
て
」
の

黒
色
の
腐
植
は
、
窒
素
を
多
く
含
む
。
す
な
わ
ち
肥
料
と
し
て
窒
素
は
、
主
要
不
可
欠
の

存
在
で
あ
る
。
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当
時
、
化
学
的
製
法
に
よ
る
窒
素
は
無
く
、
い
か
に
窒
素
分
を
農
作
物
に
補
給
す
る
か

は
、
重
要
な
農
法
で
あ
っ
た
。『
会
津
農
書
』
に
は
、
窒
素
と
い
う
化
学
用
語
の
記
載
は

見
ら
れ
な
い
が
、
土
壌
中
や
空
気
中
に
存
在
す
る
窒
素
の
採
取
と
み
ら
れ
る
農
法
の
記
述

が
見
ら
れ
る
。

　

窒
素
は
植
物
の
必
須
元
素
で
あ
り
、
タ
ン
パ
ク
質
の
合
成
に
不
可
欠
で
あ
る
。
農
作
物

は
、
こ
の
窒
素
を
根
か
ら
吸
収
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
人
々
は
、
昔
か
ら
窒
素
質
の
有
機

肥
料
を
土
壌
に
施
用
し
て
き
た
。

　
『
会
津
農
書
』
に
は
、
会
津
の
気
候
・
地
形
等
の
自
然
の
中
で
、
い
か
に
窒
素
を
農
作

物
栽
培
に
取
り
入
れ
て
き
た
か
、
そ
の
方
法
を
記
載
し
た
の
が
上
巻
の
「
田
養
」
で
あ

り
、
中
巻
の
「
畠
養
」
で
あ
る
。

　
　

二
『
会
津
農
書
』
の
肥
料
論

　
『
会
津
農
書
』
上
巻
に
「
田
秋
塢（

う
な
い
）
生
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
農
業
の
視
点

か
ら
み
る
と
、
窒
素
養
分
の
補
給
を
目
的
と
し
た
農
法
と
言
え
る
。

　
　
　
　

田
秋
塢
生

　

山
田
、
里
田
共
に
干（

卑
）泥
ハ
秋
う
な
ひ
置
ハ
、
鍬
目
よ
り
日
も
通
り
、
其
上
塊
の
間
へ

川
に
こ
み
た
ま
り
、
田
肥
へ
て
よ
し
。
又
陸
田
ハ
秋
う
な
ひ
よ
り
春
先
雪
消
際
に
田
畑

う
な
ひ
置
て
よ
し
。
は
か
を
南
北
へ
う
な
ふ
て
日
を
当
て
、
塊
へ
東
西
よ
り
吹
か
せ
を

当
て
よ
し
。

　

こ
の
作
業
は
、
田
の
土
を
掘
り
起
こ
し
反
転
さ
せ
る
も
の
で
、
会
津
地
方
は
じ
め
福
島

県
内
で
は
「
田
う
な
い
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
作
業
の
効
果
は
守
田
志
郎
氏
に
よ
る
と
、

「
秋
に
、
ま
ず
起
す
の
が
荒
起
し
で
、
裏
作
を
し
な
い
場
合
に
は
、
冬
季
に
放
置
し
て
寒

気
に
あ
て
、
日
に
曝
す
。
そ
れ
が
悪
ガ
ス
の
排
出
、
有
機
質
の
分
解
の
促
進
、
殺
菌
・
殺

虫
の
ほ
か
、
酸
素
の
土
中
へ
の
供
給
、
土
壌
微
生
物
の
繁
殖
条
件
の
整
備
と
な
る
。
こ
れ

ら
を
一
口
に
乾
土
効
果
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
堆
肥
の
供
給
な
ど
の
兼

ね
あ
い
に
よ
る
土
壌
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
『
団
粒
構
造
』
の
た
め
の
準
備
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
団
粒
構
造
は
、「
土
壌
肥
よ
く
度
の
鍵
」
と
も
言
わ
れ
て
き

た
。
小
祝
政
明
氏
は
、「
土
が
乾
燥
し
た
あ
と
に
水
を
入
れ
る
と
チ
ッ
ソ
肥
効
が
現
れ
る
現

象
の
こ
と
で
、
水
田
で
よ
く
見
ら
れ
る
。」
と
乾
土
効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、「
耕
耘

後
に
好
天
が
続
い
た
よ
う
な
場
合
は
乾
土
効
果
が
大
き
く
現
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。

　
『
会
津
農
書
』
上
巻
の
「
田
秋
塢
生
」
は
、
ま
さ
に
「
乾
土
効
果
」
の
農
法
を
記
載
し

た
、
会
津
の
伝
統
農
法
と
し
て
長
年
継
承
さ
れ
て
き
た
。「
こ
れ
は
、
乾
土
効
果
を
意
味

し
、
乾
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
微
生
物
は
休
止
す
る
が
、
土
に
新
鮮
な
空
気
が
入
り
、
水
分

⑸

⑹

⑺

⑻

が
補
給
さ
れ
れ
ば
、
有
効
な
微
生
物
の
活
動
を
促
進
し
、
発
酵
土
壌
の
形
成
に
役
立
つ
。

会
津
は
西
風
が
多
く
、
風
で
乾
か
す
に
は
、
南
北
に
う
ね
を
立
て
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ

る
。」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

充
分
に
乾
燥
し
て
い
な
い
田
に
水
を
入
れ
る
こ
と
は
、
他
人
の
家
に
火
を
付
け
る
よ
う

な
大
罪
だ
と
い
う
当
時
の
た
と
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
、『
会
津
農
書
附
録
』
六
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。
い
か
に
土
を
乾
し
て
か
ら
、
代
掻
き
を
行
う
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

老
人
の
曰
、
あ
ら
く
れ
時
よ
り
前
に
元
の
湿
も
い
ま
た
か
ハ
か
さ
る
塊
田
へ
水
を
か

く
れ
ハ
、
湿
過
て
な
ま
た
に
な
り
泥
も
ぬ
れ
あ
ハ
す
、
其
上
水
を
懸
へ
き
時
節
も
至

ら
さ
る
に
早
く
か
け
た
る
故
、
其
田
の
稲
は
不
作
す
る
也
。
世
間
に
て
塊
田
へ
早
く

水
を
掛
る
ハ
人
の
家
に
火
を
付
た
る
も
同
前
と
称
へ
り
。
是
ハ
諸
人
に
戒
の
言
葉
成

へ
し
。（
後
略
）

　

佐
瀬
与
次
右
衛
門
は
、
三
三
〇
年
前
の
『
会
津
農
書
』
に
お
い
て
、
現
代
の
農
業
技
術

の
科
学
的
根
拠
を
農
書
と
い
う
体
裁
に
、
見
事
に
記
載
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
与

次
右
衛
門
の
体
験
と
、「
郷
談
」
と
呼
ば
れ
る
旧
慣
習
か
ら
『
会
津
農
書
』
が
著
述
さ
れ

た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
会
津
地
方
に
一
般
的
に
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
農
法
と
言
え
よ
う
。

こ
の
農
法
は
、
牛
馬
耕
に
よ
る
耕
作
が
行
わ
れ
て
き
た
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
経
済
成
長

期
以
前
ま
で
、
連
綿
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。

　

微
生
物
や
バ
ク
テ
リ
ア
の
活
動
に
よ
り
、『
会
津
農
書
』
上
巻
で
い
う
「
壌

は
ら
ら
ぐ」、
す
な
わ

ち
土
壌
を
膨
軟
に
し
、
発
酵
土
壌
を
形
成
す
る
農
法
と
し
て
、『
会
津
農
書
』
上
巻
の
「
田

冬
水
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

田
冬
水

　

山
里
田
共
に
惣
而
田
へ
ハ
冬
水
掛
て
よ
し
。
何
れ
の
川
も
何
れ
の
江
堀
に
も
、
川
ご

ミ
有
も
の
也
。
取
わ
け
町
尻
、
村
尻
、
其
外
洿
を
水
の
掛
処
ハ
冬
水
懸
て
よ
し
。
其
上

路
辺
よ
り
雨
降
に
惣
水
流
れ
入
て
よ
し
。
水
口
三
ヶ
一
程
の
所
へ
ハ
、
江
を
立
、
尻
土

へ
計
懸
へ
し
。
水
口
の
所
ハ
田
殖
て
懸
る
故
に
冬
ハ
除
て
よ
し
。
卑
泥
ハ
春
水
掛
て
も

不
苦
、
陸
田
ハ
春
水
を
干
べ
し
。
遅
く
ほ
し
て
ハ
鮮ナ

マ

田
に
成
て
悪
し
。

　

こ
の
「
田
冬
水
」
に
よ
る
施
肥
は
、
会
津
若
松
市
町
北
地
区
や
神
指
地
区
な
ど
で
、
昭

和
三
十
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
。
田
に
水
を
掛
け
る
順
番
を
、
村
毎
に
決
め
て
行
っ
て

い
た
と
い
う
。
田
に
冬
水
を
掛
け
る
効
用
は
、「
川
泥
に
は
、
栄
養
と
な
る
有
機
物
ば
か

り
か
、
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
み
、
こ
れ
ら
が
発
酵
土
壌
の
も
と
に
な
る
。」
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

　

発
酵
と
肥
料
に
関
し
て
、
小
祝
政
明
氏
は
「
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
小

祝
氏
は
、「
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
と
は
、
有
機
物
を
ア
ミ
ノ
酸
が
で
き
る
ぐ
ら
い
ま
で
十
分
に

発
酵
さ
せ
て
つ
く
っ
た
発
酵
肥
料
・
ボ
カ
シ
肥
や
、
食
品
工
場
の
副
産
物
な
ど
を
加
熱
・

⑼

⑽

⑾

⑿
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『会津農書』の土性論と施肥法　−焼酎粕を中心に−

圧
搾
し
て
ア
ミ
ノ
酸
を
取
り
出
し
た
有
機
の
チ
ッ
ソ
肥
料
の
こ
と
を
い
う
。
前
者
を
発
酵

型
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
、
後
者
を
抽
出
型
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
と
呼
ぶ
。
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
に
は
、
ア

ミ
ノ
酸
だ
け
で
な
く
、
有
機
物
が
分
解
し
て
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
有
機
物
が
含
ま
れ
て
い

る
。
発
酵
型
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
に
は
、
発
酵
に
関
連
し
た
有
用
生
物
と
、
発
酵
過
程
で
つ
く

ら
れ
る
有
機
チ
ッ
ソ
の
ほ
か
に
、
ビ
タ
ミ
ン
や
ホ
ル
モ
ン
様
物
質
、
病
原
菌
を
抑
え
る
抗

生
物
質
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。」
と
説
明
し
、「
特
に
ア
ミ
ノ
酸
肥
料
で
も

酵
母
菌
に
よ
っ
て
発
酵
を
進
め
た
も
の
が
田
ん
ぼ
に
適
し
て
い
る
。
酵
母
菌
は
、
み
そ
や

し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
る
微
生
物
で
、
活
躍
す
る
の
は
田
ん
ぼ
と
似
た
水
分
の
多
い
環
境
で
、

そ
ん
な
微
生
物
の
力
を
か
り
て
発
酵
肥
料
を
使
う
こ
と
が
大
切
。」
と
、
現
代
の
有
機
栽

培
の
イ
ネ
つ
く
り
を
勧
め
て
い
る
。

　
　

三
『
会
津
農
書
』
に
み
る
焼
酎
粕
の
施
肥
法

　
『
会
津
農
書
』
に
は
、
発
酵
肥
料
と
し
て
「
焼
酒
の
粕
」（
上
巻　

田
養
）
お
よ
び
「
焼

酎
ノ
糟
」（
中
巻　

畠
養
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

焼
酒
の
粕
ハ
庭
に
穴
を
ほ
り
、
其
中
へ
粉
に
て
水
を
入
と
く
と
ね
せ
て
、
植
る
先
に

立
て
掛
ヶ
、
又
前
廉
に
細
に
く
た
き
散
し
、
中
代
か
き
入
て
よ
し
。
煙
草
の
茎
、
い

も
か
ら
の
類
ハ
麁
塊
か
き
た
る
田
へ
散
し
置
て
よ
し
。（
上
巻　

田
養
）

焼
酎
ノ
糟
細
カ
ニ
摧
キ
、
菜
、
大
根
ニ
カ
ケ
テ
ヨ
シ
。
田
ニ
モ
ヨ
シ
。（
中
巻　

畠
養
）

　

ま
た
、
与
次
右
衛
門
の
娘
婿
林
右
衛
門
の
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
『
幕
内
農
業
記
』

の
「
養
之
部
」
に
は
、「
焼
酎
粕
」
を
田
へ
施
す
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
田
壱
反　

馬
屋
こ
ひ
四
拾
束
ニ
下
こ
ひ
な
ら
ハ
八
舟
、
油
荏
な
ら
八
斗
、
焼
酎
粕

な
ら
今
上
八
表（

俵
）、
古
粕
十
二
三
。

一
、
秋
大
根
壱
畝
に
焼
酎
粕
壱
俵
半
宛
掛
て
よ
し
。
粕
悪
敷
ハ
弐
俵
も
か
け
へ
し
。

一
、
田
江
焼
酎
粕
か
け
ハ
、
植
前
五
三
日
前
に
か
け
へ
し
。
畔

（
く
ろ
）さ
く
ぬ
り
候
ハ
ヽ
、
両

度
に
掛
置
う
る
か
し
た
る
吉
。
植
る
時
節
掛
て
ハ
う
る
け
さ
る
故
に
む
ら
こ
や
し

に
成
悪
し
。

　

こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、「
焼

し
ょ
う

酎ち
ゅ
う

粕か
す

」
は
庭
に
穴
を
掘
り
、
粉
に
し
て
水
を
入
れ
た
中
で
、

よ
く
ね
か
せ
て
か
ら
、
田
植
え
の
三
、
五
日
前
に
掛
け
る
と
あ
る
。
ま
た
、
田
一
反
と
秋

大
根
一
畝
に
施
す
焼
酎
粕
の
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
会

津
農
書
』
上
巻
「
田
養
」
の
記
載
で
、「
焼
酎
粕
」
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
最
初

に
着
目
し
た
の
は
小
祝
政
則
氏
で
あ
る
。「
よ
く
ね
か
せ
て
と
は
、
何
か
。
有
効
な
発
酵

を
意
味
し
、
カ
ス
に
含
ま
れ
て
い
る
麹
菌
と
酵
母
が
、
糖
を
つ
く
り
、
ア
ミ
ノ
酸
が
形
成

さ
れ
て
く
る
の
で
、
作
物
に
と
っ
て
は
最
高
の
肥
料
と
な
る
。
こ
の
菌
は
、
国
菌
と
よ
ば

⒀

⒁

⒂

れ
、
味
噌
、
醤
油
、
酒
な
ど
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
麹
菌
は
セ
ル
ロ
ー
ス
分
も
分
解
す
る
。

こ
の
発
酵
は
、
嫌
気
（
酸
素
が
な
い
）
で
も
行
わ
れ
る
。」
と
、
焼
酎
粕
の
肥
料
的
効
能

を
化
学
的
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
与
次
右
衛
門
が
焼
酎
粕
の
肥
料
と
し
て
の
効
能
を
、
こ

う
し
た
化
学
的
知
識
が
存
在
し
た
の
か
興
味
が
注
が
れ
る
。

　

肥
料
と
し
て
「
焼
酎
粕
」
ま
た
は
「
酒
粕
」
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
農
書
と
し
て
、『
会

津
農
書
』
が
最
古
の
記
録
と
言
え
よ
う
。『
会
津
農
書
』
と
同
年
代
と
さ
れ
る
『
百
姓
伝

記
』（
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
成
立
説
）
に
は
、「
酒
の
か
す
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い

る
。

　

一
、
酒
の
古
か
す
を
あ
ら
ぬ
か
・
は
い
に
合
し
く
さ
ら
せ
、
稲
の
こ
や
し
と
す
る

に
、
根
は
り
、
つ
よ
く
も
て
、
大
し
ぼ
に
ミ
の
る
。
し
や
う
ち
う
を
と
り
た
る
か
す
、

ま
た
あ
ぢ
か
わ
り
た
る
か
す
を
、
す
つ
る
事
な
か
れ
。
よ
く
干
し
て
後
、
不
浄
の
う
ち

に
も
入
、
ぬ
か
灰
に
も
合
す
へ
し
。
し
る
き
を
合
し
て
ハ
く
さ
る
事
を
そ
し
。
畠
作
物

根
こ
や
し
・
上
こ
や
し
と
も
に
よ
く
き
く
も
の
也
。

　

肥
料
に
つ
い
て
総
合
的
に
著
述
し
た
農
書
と
し
て
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
成
立
と

さ
れ
る
大
蔵
永
常
の
『
農
稼
肥
培
論
』
が
あ
る
。
わ
が
国
の
肥
料
論
に
つ
い
て
、
最
初
に

著
述
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
永
常
は
同
著
の
「
酒
糟
幷
焼
酎
糟
」
で
、
そ
の
施
肥
方
法

や
効
能
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。

　
　
　

酒
糟
幷
焼
酎
糟

　

酒
の
粕
も
焼
酎
の
粕
も
、
田
の
肥
し
に
お
も
に
用
ふ
。
田
壱
反
に
銀
目
四
十
目
位
を

田
の
間
々
に
蒔
込
ハ
、
一
両
日
の
う
ち
に
と
ろ
け
、
一
面
に
き
く
な
り
。
細
か
に
刻
み

て
入
る
所
あ
れ
と
も
、
夫
に
も
乃
ハ
す
と
て
、
多
く
見
は
か
ら
ひ
に
て
施
す
也
。
綿
の

肥
に
ハ
き
ざ
み
て
、干
鰯
な
と
入
る
こ
と
く
し
て
入
る
ゝ
也
。
其
外
い
ろ
〳
〵
に
用
ふ
。

　

酒
又
ハ
焼
酎
の
粕
を
、
肥
し
に
用
ひ
て
き
く
と
云
訳
ハ
、
泥
肥
の
条
下
に
い
ふ
こ
と

く
、
米
に
硫い

黄わ
う

と
焔え

ん

硝
の
気
の
甚
し
き
ハ
、
皆
地
と
肥
し
よ
り
受
取
所
也
。
則
、
米
を

焼
ハ
青
き
火
燃
、
酒
・
焼
酎
に
も
火
う
つ
れ
ハ
、
同
し
く
青
き
火
も
ゆ
る
ハ
、
右
の
気

を
う
け
た
る
証
拠
な
り
。
故
に
粕
に
も
其
気
残
り
あ
る
事
勿
論
な
れ
バ
、
是
を
肥
し
に

施
せ
ハ
、
硫い

黄わ
う
・
焔え

ん

硝
の
塩
気
（
此
塩
気
ハ
則
い
わ
う
と
え

ん
せ
う
の
質
な
れ
ハ
也

）
か
肥
し
に
な
る
也
。（
以
下
略
）

　

徳
永
光
俊
氏
の
『
農
稼
肥
培
論
』
の
解
題
か
ら
、
大
蔵
永
常
の
肥
料
論
に
つ
い
て
紹
介

し
て
お
き
た
い
。

　

永
常
の
肥
料
観
念
は
、「
肥
し
の
質
」（
実
体
的
な
物
質
性
）
と
「
肥
し
の
気
」（
生

命
的
な
運
動
性
）
が
「
肥
し
の
力
」
と
な
り
、
草
木
に
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
。
そ
の
基

本
的
な
四
元
素
と
し
て
、「
水
気
」・「
土
気
」・「
油
気
」・「
塩
気
」
が
あ
り
、
肥
料
と

な
る
の
は
油
気
と
塩
気
で
あ
る
。
油
気
は
有
機
栄
養
素
で
、
塩
気
は
無
機
栄
養
素
で
あ

⒃

⒄

⒅
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佐々木　長生

り
、
人
糞
尿
な
ど
の
ア
ン
モ
ニ
ア
分
も
含
ま
れ
る
。
焔
硝
は
生
類
よ
り
出
る
塩
の
根
元

で
あ
る
。
植
物
は
土
中
の
焔
硝
の
塩
気
を
吸
収
し
、
動
物
や
人
間
は
そ
れ
を
食
べ
、
人

間
は
さ
ら
に
動
物
を
食
べ
命
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
大
小
便
を
土
に
排
泄
す
る
。
植
物
・

動
物
・
人
間
は
死
ん
で
そ
の
体
は
、
や
が
て
水
気
・
土
気
・
油
気
・
塩
気
に
分
解
さ
れ

て
い
く
。
こ
う
し
た
排
泄
物
や
分
解
物
を
肥
料
と
し
て
施
す
。
こ
の
肥
料
は
、
土
中
で

再
び
焔
硝
の
塩
気
と
な
り
、
植
物
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
焔
硝
の
塩
気
の
循
環
こ
そ
、

永
常
の
肥
料
論
と
い
え
る
。
土
に
宿
を
借
り
、
水
を
仲
立
ち
に
し
て
、
根
は
焔
硝
の
塩

気
で
あ
る
肥
気
を
吸
い
あ
げ
る
。
日
本
の
気
候
の
も
と
で
は
、
土
中
の
焔
硝
の
塩
気
が

慢
性
的
に
不
足
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
肥
料
と
し
て
補
っ
て
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。

　

日
本
農
書
全
集
か
ら
、「
焼
酎
粕
」
や
「
酒
粕
」
等
を
肥
料
と
し
て
用
い
て
い
る
記
述

を
見
る
と
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
前
後
、
長
崎
県
島
原
地
方
や
大
阪
府
な
ど
に
も

見
ら
れ
る
。
大
阪
府
河
内
地
方
で
は
綿
栽
培
に
施
さ
れ
て
い
る
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

に
は
茨
城
県
の
農
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
福
島
県
内
で
は
、
天
保
一
〇
年
の
『
伝
七

勧
農
記
』
に
、
郡
山
市
で
「
酒
の
か
す
」
や
「
酒
の
滓
」
と
し
て
、
苗
代
の
手
入
れ
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。「
酒
の
か
す
か
け
る
事
あ
れ
と
、
大
豆
壱
斗
に
酒
か
す
二
俵
と
見
て
、

お
な
し
こ
や
し
と
い
ふ
な
り
。
さ
れ
と
、
其
内
大
豆
を
よ
し
と
す
。」、
ま
た
「
黒
土
に
は
、

酒
の
滓
よ
し
と
な
り
。」
と
あ
る
。

　

会
津
地
方
は
酒
所
で
も
あ
り
、
若
松
城
下
に
は
多
く
の
造
酒
屋
が
存
在
し
て
い
た
。
酒

造
の
段
階
で
で
き
る
酒
粕
が
、
肥
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
若
松
城
下
に
近
い
会
津
郡
黒
川
の
風
俗
帳
、
文
化
四

年
の
『
黒
川
風
俗
帳
』
に
は
、「
焼
酎
ノ
糟
」
が
肥
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。「
東
黒
川
の
儀
ハ
、
不
レ
残
焼
酎
ノ
糟
、
油
か
す
等
を
以
養
ひ
に
相
用

ひ
、」
と
あ
る
。「
東
黒
川
と
は
、
上
河
原
八
角
千
石
蚕
養
南
町
材
木
町
分
を
東
黒
川
と
唱

ひ
候
、」
と
あ
り
、
現
在
の
会
津
若
松
市
街
地
に
位
置
し
て
い
る
。
以
来
、
会
津
地
方
で
稲

作
に
酒
粕
（
焼
酎
粕
）
が
肥
料
と
し
て
施
さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
農
業
日
記
に
も
記
載
さ

れ
て
い
る
。
南
会
津
町
金
井
沢
の
室
井
家
に
は
、
明
和
九
年
（
安
永
元
年　

一
七
二
二
）

か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
ま
で
計
九
五
年
の
農
業
日
記
が
あ
る
（
現
在
、
南
会
津
博

物
館
へ
寄
贈
）。
室
井
家
の
日
記
を
見
る
と
、「
焼
酎
粕
」
が
水
田
に
施
さ
れ
て
い
る
記
述

を
所
々
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
日
記
か
ら
見
て
み
た
い
。

　

四
月
六
日
付
ル
夫
（
徳
助
／

彦
次
郎
）

　

一
焼
酎
粕
拾
弐
俵　

い
せ
や
弥
平
治　

清
兵
田
ヘ
掛
ケ
ル

　

同
十
一
日

　

一
同
四
俵　

夫
彦
次
郎　

弐
人　

四
十
苅
ヘ
入
ル
〆
十
六
俵

⒆

⒇

�

�

　

そ
の
後
、
四
月
十
一
日
に
い
せ
や
弥
平
治
が
、「
せ
う
ち
う
か
す
四
俵
」
を
四
十
刈
へ

入
れ
て
い
る
。
五
月
三
日
に
も
、
下
六
枚
へ
「
せ
う
ち
う
粕
四
表
掛
ル
」
と
あ
る
。

　

こ
の
日
記
か
ら
見
る
と
、
田
植
え
前
に
焼
酎
粕
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
焼
酎

粕
は
、
若
松
城
下
付
近
の
み
な
ら
ず
、
南
会
津
町
金
井
沢
付
近
で
も
安
永
年
間
当
時
、
多

く
稲
作
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南
会
津
町
田
島
に
は
、
現
在
も
三
軒
の
酒

造
元
が
あ
る
の
で
、
当
時
酒
粕
も
豊
富
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
酒
粕
は
農
家
に
は
な
い

の
で
、『
会
津
農
書
』
著
述
当
時
か
ら
、
農
民
は
酒
粕
を
購
入
し
使
用
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　
『
会
津
農
書
』
上
巻
の
「
田
養
」
を
見
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
は
堆
肥
や
厩
肥
、
下
肥
、

刈
敷
等
の
自
給
肥
料
で
あ
る
が
、
焼
酎
粕
や
「栗霖

糟
」
す
な
わ
ち
え
ご
ま
粕
な
ど
、
一
部

購
入
肥
料
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。『
会
津
農
書
』
下
巻
の
「
雪
隠
構
」
に
は
、

糞
尿
を
肥
料
と
し
て
確
保
す
る
構
造
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。「
然
ハ
槽
の
入
用
ハ
一

両
年
の
内
に
ハ
取
返
す
。
当
分
入
用
出
し
兼
る
者
ハ
、
其
理
乍
思
も
な
ら
す
、
左
も
な
き

者
の
不
心
懸
ハ
沙
汰
の
限
り
也
。
年
々
大
分
の
米
金
を
以
他
ゟ
買
求
る
考
を
す
へ
し
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
糞
尿
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

会
津
地
方
で
焼
酎
粕
が
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
肥
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の

推
移
は
明
ら
か
で
な
い
。
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
九
月
、
農
商
務
省
技
手
農
学
士
、

恒
藤
規
隆
が
喜
多
方
や
坂
下
、
高
田
、
若
松
、
田
島
に
お
い
て
、
農
家
の
質
問
に
答
え
る

形
で
、
肥
料
を
中
心
に
し
た
農
法
を
演
述
し
て
い
る
。
喜
多
方
の
農
家
の
陳
述
に
よ
る
と
、

「
肥
料
は
厩
肥
そ
の
他
を
除
き
金
肥
（
金
肥
と
は
鰯
粕
、
な
た
ね
油
粕
、
米
糠
、
大
豆
、
焼
酎
粕
、
そ
の
他

す
べ
て
農
家
が
金
銭
を
出
し
て
購
求
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
、
各

地
に
お
い
て
金
肥
と
称

す
る
も
の
み
な
同
じ

）。」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
肥
の
中
に
「
焼
酎
粕
」
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
陳
述
に
対
し
、
恒
藤
規
隆
は
、
燐
酸
、
窒
素
、
カ
リ
の
効
用
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
。
窒
素
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、「
焼
酎
粕
」
を
あ
げ
て
い
る
。「
第
二
、
窒
素　

こ
れ
は
な
た
ね
、
ご
ま
等
の
油
粕
、
焼
酎
粕
類
に
多
く
含
み
お
る
も
の
に
て
、
作
物
の
茎

葉
を
つ
く
る
に
必
要
の
も
の
な
り
。」
と
演
述
し
て
い
る
。「
農
事
演
述
記
」
注
記
に
よ
る

と
、「
焼
酎
粕　

ふ
つ
う
、
酒
粕
に
十
分
の
一
の
籾
殻
を
混
入
し
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ

る
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
そ
の
他
の
揮
発
成
分
を
蒸
留
し
て
焼
酎
を
つ
く
る
が
、
そ
の
残
り

粕
。
窒
素
一
・
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
を
含
む
。」
と
あ
る
。

　

農
家
の
陳
述
に
よ
る
と
、
稲
作
へ
の
焼
酎
粕
の
使
用
は
若
松
に
お
い
て
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。「
稲
作
の
肥
料
は
厩
肥
、
刈
草
を
土
台
と
し
、
人
糞
、
油
粕
、
米
糠
、
大
豆
、
焼

酎
粕
、
醤
油
粕
、
飴あ

め

粕
の
類
な
り
。（
中
略
）
ど
ろ
田
の
類
に
焼
酎
粕
な
れ
ば
三
十
五
貫

目
に
厩
肥
十
駄
、
人
糞
な
れ
ば
四
駄
に
厩
肥
十
駄
を
常
と
す
。」
と
焼
酎
粕
の
当
時
の
若

松
付
近
の
施
肥
量
を
述
べ
て
い
る
。
恒
藤
は
肥
料
成
分
の
説
明
で
、「
大
豆
、
焼
酎
粕
は

百
分
中
四
の
窒
素
を
含
有
し
、
他
の
成
分
は
ご
く
少
量
な
り
。」
と
、
焼
酎
粕
の
窒
素
の

�

�

�
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含
有
量
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
の
農
家
（
北
会
津
郡
勧
業
委
員
）
の
陳

述
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
焼
酎
粕
の
外
、「
醤
油
粕
」
と
「
飴
粕
」
を
施
用
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
注
記
に
よ
る
と
、「
醤
油
粕　

醤
油
を
つ
く
る
さ
い
、
も
ろ
み
を
し
ぼ
っ

た
あ
と
の
粕
。
窒
素
二
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
燐
酸
〇
・
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
リ
〇
・

八
八
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
を
含
み
、
家
畜
の
飼
料
と
も
さ
れ
る
。」、「
飴
粕　

飴
の
材
料
か

ら
飴
を
し
ぼ
っ
た
あ
と
の
粕
。
窒
素
三
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
を
含
む
が
、
そ
の
産
出

量
は
少
な
い
。
家
畜
の
飼
料
な
ど
に
も
供
さ
れ
る
。」
と
あ
る
。
飴
粕
に
つ
い
て
、
大
蔵

永
常
は
『
農
稼
肥
培
論
』
下
で
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
飴
粕
ハ
肥
し
壺
の
内

に
入
、
水
を
入
て
腐
ら
か
し
、
畑
も
の
に
用
て
よ
し
。
又
、
干
置
て
も
、
田
に
ふ
り
込
ミ

て
も
よ
ろ
し
き
也
。
是
も
元
は
米
な
れ
ハ
、酒
の
粕
抔
の
こ
と
ハ
リ
に
て
其
利
あ
る
べ
し
。」

と
、
酒
粕
同
様
の
効
用
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

　

現
在
も
焼
酎
粕
を
肥
料
と
し
て
、
農
業
に
使
用
し
て
い
る
人
が
い
る
。
会
津
名
産
の
み

し
ら
ず
柿
を
栽
培
し
て
い
る
渋
川
吉
美
氏
で
あ
る
。
渋
川
氏
は
、
酒
粕
を
多
量
に
施
し
て

作
っ
た
膨
軟
な
土
を
柿
の
木
の
根
元
に
盛
り
、「
吉
美
人
」
と
い
う
超
高
級
品
の
み
し
ら

ず
柿
を
生
産
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
三
日
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
番
組
「
う
ま
い
ッ
！
」
で
も
、
そ
の
栽
培
法
と
み
し
ら
ず
柿
に
つ
い
て
全
国
放
送
さ
れ
、

話
題
と
な
っ
た
。
渋
川
氏
は
、『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
た
焼
酎
粕
に
よ
る
施
肥
を
現

代
農
業
に
生
か
し
て
い
る
、「
平
成
の
与
次
右
衛
門
」
と
言
え
る
存
在
で
あ
ろ
う
。

　

渋
川
氏
は
言
う
、「
お
い
し
い
柿
を
作
る
に
は
、
よ
い
土
を
作
る
こ
と
だ
」
と
。
佐
瀬

与
次
右
衛
門
が
、
土
の
味
を
見
、
土
の
色
を
見
、
土
の
重
さ
を
計
り
、
土
作
り
を
行
っ
て

き
て
農
業
を
行
っ
て
き
た
。
渋
川
氏
と
与
次
右
衛
門
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
会
津
農
書
』
の
土
性
の
上
の
上
で
あ
る
「
黄
真
土
」
は
、
与
次
右
衛
門
が
分
類
し
た
土

壌
の
最
高
級
で
あ
り
、
土
の
味
も
甘
い
。『
会
津
農
書
』
上
巻
の
「
田
地
位
」
で
い
う
、

「
壌

は
ら
ら
ぐな
り
。
其
味
甘
く
、
其
性
重
く
、
能
万
物
を
生
し
、
各
其
性
気
を
含
ま
せ
し
む
。」

の
土
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
壌
は
、
ミ
ネ
ラ
ル
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
小
祝
政
明
氏

は
、「
ミ
ネ
ラ
ル
と
は
、
有
機
物
を
構
成
し
て
い
る
炭
素
・
水
素
・
チ
ッ
ソ
・
酸
素
以
外

の
生
体
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
元
素
の
こ
と
。（
中
略
）
植
物
の
か
ら
だ
を
つ
く
っ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
体
内
の
化
学
反
応
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
欠
乏
す
る
と
生
育
が
妨
げ
ら
れ

る
が
、
多
す
ぎ
て
も
過
剰
症
を
お
こ
す
の
で
、
施
用
量
に
は
注
意
が
必
要
に
な
る
。」
と

解
説
し
て
い
る
。

　
『
会
津
農
書
』
で
「
黄
真
土
」
と
表
現
さ
れ
た
土
壌
を
、
小
祝
氏
は
化
学
的
根
拠
に
よ

り
解
説
さ
れ
て
い
る
。「
土
が
甘
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
土
の
中
で
糖
や
ア
ミ
ノ
酸
が
生

成
し
、
発
酵
土
壌
に
な
っ
て
い
る
。
糖
は（
Ｃ
Ｈ
Ｏ
）ｎ
、
ア
ミ
ノ
酸
は（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
）ｎ

で
、
こ
の
二
つ
は
植
物
の
光
合
成
の
産
物
、
即
ち
セ
ル
ロ
ー
ス
や
リ
グ
ニ
ン
で
あ
る
。
セ

�

�

ル
ロ
ー
ス
は
糖
（
Ｃ
Ｈ
Ｏ
）
が
四
〇
〇
〇
～
六
〇
〇
〇
、
リ
グ
ニ
ン
は
数
十
万
ほ
ど
つ
な

が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
微
生
物
に
よ
っ
て
発
酵
分
解
す
る
と
、
腐
植
層
」
が
形

成
さ
れ
、
そ
の
中
で
常
時
ア
ミ
ノ
酸
と
糖
が
形
成
さ
れ
、
甘
み
を
お
び
た
土
と
な
る
。
さ

ら
に
腐
植
土
壌
は
、
単
に
分
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
空
気
中
の
窒
素
（
Ｎ
）
を
取
り
入
れ

て
、
ア
ミ
ノ
酸
を
合
成
す
る
窒
素
固
定
菌
が
増
殖
す
る
の
で
、
あ
ま
り
肥
料
を
必
要
と
し

な
い
豊
か
な
土
壌
と
な
る
。
ア
ミ
ノ
酸
は
、
Ｎ
Ｈ
2
―
Ｃ
Ｈ
―
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
が
複
雑
に
つ
な

が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ル
ボ
キ
シ
ル
（
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
）
が
あ

り
、
こ
れ
が
つ
な
ぐ
手
で
あ
り
、
こ
の
手
（
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
）
に
よ
っ
て
複
雑
に
つ
な
が
れ
て

い
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
の
手
を
も
っ
た
も
の
に
、
分
解
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
小
祝
氏
の
化
学
的
な
土
壌
と
肥
料
の
化
学
的
関
係
が
、
貞
享
元
年
（
一

六
八
四
）
の
『
会
津
農
書
』
の
時
代
に
、
会
津
地
方
の
農
業
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
会
津
の
伝
統
農
法
が
、
渋
川
氏
に
よ
る
み
し
ら
ず
柿
の
栽
培
に
も
生
き
続

け
て
い
る
こ
と
に
感
動
す
る
。

　
　

四
『
会
津
農
書
』
の
作
付
体
系
と
施
肥
法

　

植
物
は
、
空
気
中
と
土
壌
中
か
ら
窒
素
を
採
取
し
、
生
育
に
活
用
し
て
い
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
恒
藤
規
隆
は
喜
多
方
の
演
述
会
に
お
い
て
、「
菽

し
ゅ
く

類る
い

特
性
」
に
つ
い
て
、
菽

類
す
な
わ
ち
豆
類
に
お
け
る
窒
素
と
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。「
菽
類
は
お
も
に
カ
リ

成
分
に
よ
っ
て
栄
養
し
、
窒
素
は
多
分
に
吸
収
す
る
も
、
こ
れ
を
肥
料
と
し
て
直
接
に
施

す
を
要
せ
ず
。
す
べ
て
菽
類
は
、
他
作
物
の
余
せ
し
と
こ
ろ
の
窒
素
を
下
層
よ
り
吸
収
す

る
の
特
性
を
有
す
れ
ば
な
り
。
ま
た
、
こ
の
作
物
は
窒
素
採
集
植
物
の
名
あ
る
く
ら
い
に

て
、
耕
土
の
上
層
に
は
、
こ
れ
を
耕
作
せ
ざ
る
と
き
よ
り
、
収
穫
の
後
か
え
っ
て
多
分
の

窒
素
あ
る
を
見
る
も
の
な
り
。」
と
。

　

豆
類
は
、「
大
地
を
肥
や
す
作
物
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
前
田
和
美
氏
は
、
豆
類
と
根
粒

菌
と
の
関
係
か
ら
、
豆
類
の
窒
素
分
の
採
集
機
能
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
マ
メ
科
植
物

と
い
う
地
球
上
で
最
大
の
繁
栄
を
誇
る
高
等
植
物
の
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
と
、
根
粒
菌
と
い

う
バ
ク
テ
リ
ア
、
す
な
わ
ち
下
等
植
物
と
の
間
で
根
粒
菌
は
マ
メ
か
ら
供
給
さ
れ
る
光
合

性
産
物
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
大
気
中
の
分
子
状
窒
素
を
ア
ム
モ
ニ
ア
に
固
定
し
、
そ

れ
を
マ
メ
が
受
取
っ
て
生
長
に
使
う
と
い
う
、
相
互
の
利
益
交
換
、
す
な
わ
ち
共
生
関
係

が
植
物
進
化
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
進
化
し
て
き
た
の
か
は

生
物
学
的
に
も
植
物
進
化
の
う
え
で
も
大
変
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。」
と
、
豆
類
の
肥

料
と
し
て
の
効
能
を
述
べ
て
い
る
。

　

豆
類
は
、
土
中
に
窒
素
分
を
養
っ
て
く
れ
る
作
物
と
も
い
え
る
。
ソ
ラ
豆
や
大
豆
は
、

�
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佐々木　長生

そ
の
中
心
的
な
作
物
で
あ
ろ
う
。
カ
ノ
と
呼
ば
れ
る
焼
畑
に
お
い
て
も
、
最
後
の
年
に
栽

培
す
る
の
は
大
豆
で
、
窒
素
分
の
補
給
的
作
用
も
あ
る
た
め
か
。『
会
津
農
書
』
中
巻
に

よ
る
と
、
三
年
目
に
大
豆
を
蒔
く
と
よ
い
と
あ
る
。

　
　
　

煆
野
畑
相
当
作
毛
幷
煆カ

カ

野
刈

　

カ
ノ
畑
ハ
、
草
木
ヲ
芟
干
シ
テ
ヤ
キ
テ
畑
ニ
ス
ル
故
ニ
焼
キ
畑
ト
モ
云
。
開
始
ノ
年

ハ
蕎
麦
ヲ
蒔
、
ル
故
ニ
焼
キ
畑
ト
モ
云
。
開
始
ノ
年
ハ
蕎
麦
ヲ
蒔
、
二
年
目
に
粟
ヲ
作

ル
。
三
年
目
ニ
ハ
大
豆
ヲ
蒔
テ
ヨ
シ
（
後
略
）。

　

大
豆
の
窒
素
分
の
維
持
機
能
の
特
性
は
、
他
の
作
物
と
の
栽
培
に
大
き
く
関
っ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
大
豆
は
、
連
作
障
害
（『
会
津
農
書
』
で
い
う
「
返

カ
ヘ
シ

作ツ
ク
リ」）

を
嫌
う
。『
会
津
農
書
』
下
巻
の
「
農
人
郷
談
」
に
は
、「
返

カ
ヘ
シ

作ツ
ク
リ
　

去
年
大
豆
蒔
畠
ヘ
当
年

モ
又
大
豆
蒔
ノ
口
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
会
津
農
書
』
の
内
容
を
農
民
た
ち
に

わ
か
り
や
す
く
、
覚
え
や
す
い
よ
う
に
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
与
次
右
衛
門
が
和

歌
で
綴
っ
た
『
会
津
歌
農
書
』
中
之
末
の
「
畑
返
作
」
に
は
、
茄
子
を
例
に
と
り
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

お
な
じ
さ
く
か
へ
し
て
作
り
そ
の
実
り

　
　
　
　
　
　
　

あ
し
き
た
く
ゐ
は
地
を
替
よ
か
し

　

去
年
な（

茄
子
）す
を
植
た
る
畑
へ
今
年
又

　
　
　
　
　
　
　

作
る
た
ぐ
ゐ
ぞ
返
し
と
ハ
い
ふ

　

佐
瀬
与
次
右
衛
門
は
、
連
作
回
避
の
一
例
と
し
て
麦
と
大
豆
の
混
作
を
、『
会
津
農
書

附
録
』
六
に
記
載
し
て
い
る
。

　

老
人
の
曰
、
麦
作
の
中
へ
大
豆
を
蒔
に
ハ
、
麦
を
三
度
繳
れ
ハ
麦
種
子
の
居
所
去
年

の
物
跡
を
の
そ
き
て
よ
し
。
尤
去
年
の
大
豆
地
な
れ
は
弥
大
豆
返
し
に
な
ら
す
し
て
よ

し
。
又
大
豆
作
の
中
へ
来
年
の
麦
を
蒔
に
ハ
、
縦
鍬
の
三
数
の
内
を
欠
共
二
度
く
る
め

て
よ
し
。
三
度
繳
れ
は
今
年
の
麦
跡
又
来
年
の
麦
地
に
成
也
。
同
し
畑
に
年
々
麦
を
ま

け
ハ
麦
返
し
に
見
ゆ
れ
共
、
大
豆
を
二
度
く
る
め
て
ハ
麦
種
子
の
居
所
相
替
て
新
地
の

心
に
成
な
り
。
何
作
も
此
理
を
能
々
考
へ
て
よ
し
。

　
「
返
作
」
す
な
わ
ち
連
作
障
害
は
、
植
物
の
根
の
ま
わ
り
の
環
境
の
変
化
、
肥
料
分

（
窒
素
）
の
欠
落
、
土
壌
の
堅
固
化
な
ど
の
障
害
を
き
た
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
農
書
で

は
「
忌
地
」
と
か
「
い
や
地
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
る
。
前
述
し
た
大
蔵
永
常
の
『
農
稼
肥

培
論
』
で
は
、
土
気
と
水
気
と
肥
気
で
あ
る
焔
硝
の
塩
気
の
関
係
か
ら
、
熟
し
和
す
る
こ

と
で
根
圏
を
と
と
の
え
る
こ
と
を
記
し
、
こ
の
関
係
が
く
ず
れ
る
状
態
が
「
忌
地
」
と
な

り
、
連
作
障
害
を
起
こ
す
と
論
じ
て
い
る
。
植
物
の
根
に
よ
っ
て
、
土
を
作
る
と
い
っ
た

考
え
方
に
な
ろ
う
。

　
『
会
津
農
書
』
中
巻
に
は
、
多
く
の
畑
作
物
の
栽
培
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

�

�

�

�

�

記
述
方
法
で
特
色
を
な
す
も
の
に
、
一
つ
の
作
物
を
栽
培
す
る
に
あ
た
り
、
必
ず
前
後
作

物
名
ま
た
は
混
作
物
名
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
作
物
の
中
で
、
麦
と
大

豆
は
、
前
後
作
物
の
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
基
幹
作
物
で
あ
る
。
麦
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

コ
ッ
プ
な
ど
と
呼
ば
れ
、土
壌
を
浄
化
す
る
性
質
も
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
大
豆
（
豆
類
）

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
根
粒
菌
に
よ
る
窒
素
分
の
採
集
能
力
を
も
っ
た
植
物
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
根
に
よ
る
「
土
壌
の
形
成
」
の
働
き
が
強
い
作
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

作
物
の
根
と
土
壌
形
成
に
つ
い
て
、
守
田
志
郎
氏
は
示
唆
に
富
む
論
を
展
開
し
て
い

る
。「
残
根
」
の
働
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
会
津
農
書
』
の
畑
作
物
の
作
付
体
系
を
観
る

う
え
で
も
、
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
の
で
、
長
文
で
あ
る
が
引
用
し
た
い
。

　

作
物
の
根
は
、
作
物
が
育
ち
実
を
つ
け
る
ま
で
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る
あ
い
だ
は
、

地
上
分
が
土
の
上
に
育
つ
た
め
の
土
台
と
な
り
、
水
分
と
養
分
を
地
上
部
に
供
給
す
る

た
め
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
誰
れ
も
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
現
在
忘
れ
ら
れ
顧
み
ら
れ
な
い
の
は
、
作
物
が
枯
れ
刈
り
と
ら
れ
た
あ
と
の
根
、

つ
ま
り
残
根
に
つ
い
て
で
あ
る
。
成
育
中
、
根
は
た
え
ず
延
び
て
無
数
に
は
り
め
ぐ
ら

さ
れ
る
。
そ
の
延
び
て
い
く
過
程
は
、
そ
の
限
り
で
は
成
長
で
あ
る
。
だ
が
一
度
地
上

部
が
枯
れ
、
あ
た
か
も
そ
の
使
命
を
果
た
し
た
か
の
時
点
で
ふ
り
返
れ
ば
、
根
は
土
を

耕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

残
根
は
枯
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
細
か
い
空
洞
を
残
す
。
そ
こ
を
伝
っ
て
雨
水
が
し
み
こ

み
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
空
気
が
地
中
に
運
び
こ
ま
れ
る
。
水
と
空
気
が
土
中
の
す
み

ず
み
ま
で
浸
透
す
れ
ば
、
好
気
性
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
働
い
て
、
大
小
の
残
根
を
腐
植
と

し
、
ま
た
バ
ク
テ
リ
ア
に
は
空
気
中
の
窒
素
を
固
定
す
る
も
の
も
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ

う
し
た
こ
の
残
根
の
空
洞
は
、
次
の
作
物
に
と
っ
て
自
か
ら
用
意
し
た
栄
養
の
宝
庫
と

な
る
。
畑
や
田
と
し
て
の
基
準
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
と
い
え
る
も
の
で
な

い
に
し
て
も
、
土
壌
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
団
粒
構
造
（
あ
る
い
は
粒
団
構
造
）
が
そ
こ

に
用
意
さ
れ
、
土
は
そ
れ
な
り
に
軟
ら
か
く
、
そ
れ
だ
け
に
ミ
ミ
ズ
な
ど
が
土
の
中
を

歩
き
や
す
く
も
な
り
、
一
層
土
は
膨
軟
に
な
っ
て
い
く
。
ま
さ
に
作
物
は
、
自
分
で
自

分
の
面
倒
を
み
る
。
そ
こ
に
お
け
る
残
根
の
働
き
で
あ
る
。

　

残
根
の
働
き
は
、「
作
り
ま
わ
し
」
つ
ま
り
ち
が
う
作
物
を
植
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
層
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

作
り
ま
わ
し
が
も
つ
土
づ
く
り
の
意
味
は
、
成
育
中
の
作
物
の
根
の
働
き
と
の
関
係
で

も
重
要
で
あ
る
。
残
根
、
そ
れ
に
加
え
て
の
堆
肥
、
そ
う
し
た
肥
や
し
方
で
の
土
は
、

い
ろ
い
ろ
の
養
分
を
ほ
ど
ほ
ど
に
蓄
え
た
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
人
糞
畜
糞
が
加
わ
れ

ば
、
一
層
豊
富
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
作
物
の
成
長
、
生
殖
、
稔
実
を
促
進
し
た
り
も

す
る
。

�
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作
物
の
方
を
順
ぐ
り
に
ま
わ
し
て
い
け
ば
、
土
壌
の
状
態
は
お
お
む
ね
い
つ
も
正
常

で
あ
る
。
作
物
に
地
力
を
作
ら
せ
、
維
持
さ
せ
る
。
地
力
は
作
物
に
ま
か
せ
る
。
こ
れ

が
農
法
の
知
恵
で
あ
る
。

　
『
会
津
農
書
』
中
巻
の
畑
作
物
の
栽
培
の
記
述
は
、
多
く
の
作
物
を
会
津
の
自
然
条
件

に
即
し
、
播
種
・
除
草
・
収
穫
等
の
農
耕
の
時
節
を
見
極
め
行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

限
ら
れ
た
畑
地
を
効
率
よ
く
利
用
し
、
栽
培
を
行
う
集
約
的
畑
作
農
法
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
守
田
志
郎
氏
が
説
く
、
会
津
地
方
に
お
け
る
「
農
法
の
知
恵
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
様
々
な
作
物
を
栽
培
す
る
中
で
、「
返

カ
ヘ
シ

作ツ
ク
リ」
の
よ
う
な
障
害
や

病
虫
害
な
ど
も
発
生
す
る
。
与
次
右
衛
門
は
、
こ
う
し
た
田
畑
に
も
充
分
注
意
す
る
よ
う

に
説
い
て
い
る
。「
片
荒
畑
」
の
記
載
は
、
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

　

片
荒
田　

地
方
悪
敷
耕
作
不
出
来
ス
ル
畠
ヲ
喜
歳
丸
ニ
毛
ヲ
不
造
休
置
テ
、
其
翌
年
ニ
造

レ
ハ
吉
。
是
ヲ
片
荒
ト
云
。
上
畠
モ
年
中
ニ
二
毛
作
ハ
不
レ
宜
。
二
毛
作
ノ
畠
ハ
一
毛
休
、

一
毛
造
レ
ハ
能
出
来
也
。
苗
代
倒
カ
毛
ヲ
不
レ
作
休
置
、
是
皆
片
荒
ノ
心
也
。
山
下
春
雪

遅
消
、
秋
早
寒
故
一
毛
作
多
シ
。

　

田
中
耕
司
氏
は
、『
会
津
農
書
』
中
巻
の
畑
作
物
の
前
後
策
関
係
を
一
覧
表
に
ま
と
め

た
上
で
、
そ
の
農
法
を
「
わ
が
国
の
自
給
的
食
糧
の
原
点
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。「
畑

作
の
ば
あ
い
、
対
象
作
物
が
き
わ
め
て
多
種
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
こ
と

に
し
て
い
る
の
で
、
個
々
の
作
物
を
独
立
し
て
取
扱
う
の
で
は
な
く
、
基
幹
作
物
を
軸
と

し
て
、
種
々
の
作
物
を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
た
作
物
複
合
体
と
し
て
栽
培
し
、
畑
地
全
体

の
生
産
向
上
を
は
か
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
今
で
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
、
農
学
分
野
で
は
、
作
付
方
式
あ
る
い
は
作
付
体
系
を
基
準

と
し
て
作
物
栽
培
を
と
ら
え
る
と
い
う
が
、『
会
津
農
書
』
の
畑
作
物
栽
培
の
特
色
は
、

ま
さ
に
こ
の
作
付
方
式
の
概
念
を
経
験
的
に
と
り
入
れ
、
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
点
で
あ

る
。」
と
し
、
こ
の
農
法
は
会
津
若
松
市
神
指
町
付
近
で
は
昭
和
三
十
年
前
後
ま
で
、
ほ

と
ん
ど
変
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
ま
た
田
中
氏
は
、『
会
津
農
書
』
に
記

載
さ
れ
た
畑
作
物
の
栽
培
法
は
、「
東
北
寒
冷
地
に
お
け
る
集
約
的
畑
作
技
術
の
ひ
と
つ

の
典
型
」
と
し
て
い
る
。

　
　

五
『
会
津
農
書
』
の
畑
作
耕
起
と
施
肥
法

　
『
会
津
農
書
』
中
巻
に
み
る
畑
作
物
の
作
付
体
系
は
、
全
国
に
数
あ
る
農
書
の
中
で
、

こ
れ
ほ
ど
整
然
と
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
後
に
も
前
に
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
会
津

の
積
雪
寒
冷
地
に
お
け
る
限
ら
れ
た
土
地
で
の
集
約
的
農
業
経
営
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
付
体
系
を
示
し
た
背
景
に
は
、「
畑
う
な
い
」
す
な
わ
ち

�

�

畑
の
耕
起
の
方
法
に
よ
る
、
土
壌
の
形
成
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。『
会
津
農
書
』
上

巻
の
「
田
地
位
」
の
黄
真
土
の
記
載
に
み
ら
れ
る
、「
壌

（
は
ら
ら
ぐ
）な
り
」
状
態
の
土
性
で
あ
る
。

　
『
会
津
農
書
』
中
巻
の
「
畑
位
」
で
は
、「
黄
真
土
ハ
土
の
性
よ
く
、
五
穀
を
蒔
、
万
の

草
菜
を
植
て
、
根
、
茎
、
実
共
ニ
不
熟
す
事
な
し
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
最
上
位
の
土
性
を
作
り
あ
げ
る
農
法
に
よ
り
、
膨
軟
な
土
壌
を
作
り
、
肥
料
分
の
浸
透

を
容
易
に
し
て
い
き
、「
不
熟
す
事
な
し
。」
へ
と
結
び
つ
く
。
そ
の
農
法
が
、「
畠
新
伏
」・

「
畑
中
切
」・「
畑
作
毛
繳ク

ル
メ」
な
ど
の
記
載
で
あ
る
。

　
　
　

畠
新
伏

　

山
畑
、
里
畑
共
ニ
畑
新
伏
ハ
、
片
切
ヲ
前
鍬
打
テ
ニ
鍬
サ
シ
、
合
セ
土
ヲ
前
ク
ワ
共

ニ
三
鍬
サ
シ
ニ
成
程
深
ク
ウ
ナ
ヒ
、
能
草
ヲ
伏
ヘ
シ
、
浅
ク
ウ
ナ
ヘ
ハ
、
地
底
堅
ク
シ

テ
性
、
養
ノ
性
、
作
毛
ヘ
不
潤
シ
テ
悪
シ
。

　
　

畑
畦
転
割

麁（
あ
ら
）伏
シ
タ
ル
畑
ヲ
中
切
ラ
ス
、
畦
ヲ
丸
ニ
ウ
ナ
フ
事
ナ
リ
。

　
　

畑
作
区
撫ウ

チ

両
畦
ノ
間
ノ
ヒ
キ
ヽ
処
ヲ
ウ
ナ
フ
事
ナ
リ
。

　
　

畑
盛
塊
割

畑
畦
ヲ
倒
ヲ
シ
テ
成
程
深
ク
ウ
ナ
フ
事
ナ
リ
。

　
　

畑
中
切

　

山
畑
、
里
畑
共
ニ
畑
中
切
ハ
、
片
切
土
モ
ア
ワ
セ
土
モ
新
伏
同
事
、
但
作
区
ヲ
中
切

ノ
儘
用
ヒ
テ
植
蒔
作
毛
ヲ
ス
ル
事
ナ
ラ
ハ
、
大
根
地
ハ
サ
ク
払
ニ
ウ
ナ
ウ
テ
ヨ
シ
。
取

分
大
根
畑
ハ
、
サ
ク
深
キ
所
ヘ
盛
塊
ヲ
打
、
其
上
ヲ
畦
ニ
作
レ
ハ
、
弥
以
地
底
柔
カ
ニ

成
、
大
根
地
底
ヘ
入
テ
ヨ
シ
。
其
外
ノ
作
毛
ヲ
ス
ル
畑
ハ
前
ゟ
ニ
ウ
ナ
ッ
テ
ヨ
シ
。
前

寄
ハ
肥
土
サ
ク
ヘ
廻
テ
ヨ
シ
。
又
作
払
ニ
シ
テ
モ
皆
引
直
シ
テ
蒔
ヲ
ス
レ
ハ
、
前
ヨ
リ

同
シ
事
ナ
リ
。

　
　

畑
作
毛
繳ク

ル
メ
　

　

山
畑
、
里
畑
共
ニ
畑
作
毛
ク
ル
メ
様
ハ
、
前
鍬
ヲ
打
テ
草
ノ
根
ヲ
ヨ
ク
切
、
三
ク
ワ

サ
シ
ニ
ウ
ナ
ッ
テ
土
ヲ
打
タ
タ
キ
、
莠ク

サ

ヲ
ヨ
ク
カ
ク
ヘ
シ
。
粉
土
ヲ
作
毛
ノ
本
ヘ
ヨ
セ

テ
マ
ク
ヘ
シ
。
旱
天
ノ
時
ハ
、
作
毛
ノ
本
ヘ
鍬
ヲ
ヨ
セ
ス
シ
テ
ヨ
シ
。
白
根
ヲ
ウ
ナ
ヘ

出
セ
ハ
、
日
当
リ
テ
ア
シ
ヽ
。
是
ヲ
引
ク
ル
メ
共
云
。
又
ブ
チ
ナ
ケ
ト
云
ハ
、
先
草
ヲ

ケ
ツ
リ
落
シ
テ
段
々
跡
ヘ
ナ
ゲ
、
其
草
ヲ
日
ニ
ホ
シ
テ
後
ニ
ク
ル
メ
ル
ナ
リ
。
是
ヲ
漢

字
ニ
耕

ク
サ
キ
ルト
云
、
苗
ノ
本
ヲ
壅

ヲ
ホ
ウ

事
ナ
リ
。

　

こ
れ
だ
け
畑
の
耕
起
法
を
詳
細
に
記
載
し
た
農
書
は
、
ま
れ
で
あ
ろ
う
。『
会
津
農
書
』

中
巻
の
「
藍
作
様
」
に
は
、
そ
の
一
例
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
畑
の
耕
起
法
を
示

し
て
い
る
。

�
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畑
拵
様
ハ
馬
糞
ヲ
散
シ
、
新
伏
、
中
切
シ
テ
植
際
ニ
平ヒ

ラ

塊ク
レ

ニ
剖
テ
、
畑
間
ヲ
五
寸
置

ニ
平
植
ニ
ス
ヘ
シ
。
養
ヒ
ハ
下
屎
ヲ
稃ヌ

カ

カ
青
刈
敷
ニ
ク
ル
ミ
テ
懸
テ
ヨ
シ
。

　

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
『
地
下
萬
定
書
上
帳　

大
沼
郡
高
田
組
』
に
よ
る
と
、「
ふ

せ
る
」
お
よ
び
「
も
っ
く
れ
」
に
つ
い
て
、
労
働
力
と
作
物
の
収
穫
量
の
面
か
ら
そ
の
効

用
を
説
明
し
て
い
る
。

一
春
畑
を
打
ヲ
ふ
せ
る
と
云
ハ
う
ね
を
弐
ツ
に
割
両
方
よ
り
合
テ
置
ヲ
い
ふ
、
も
つ
く

れ
に
う
な
ふ
と
云
ハ
其
畑
壱
面
に
な
る
様
に
土
地
際
迄
ほ
る
を
い
ふ
、
是
は
人
足
手
間

多
く
懸
り
作
物
の
出
来
よ
し
、
あ
わ
せ
う
な
ひ
は
人
足
手
間
少
入
作
物
不
出
来
な
り

　

こ
の
よ
う
に
耕
起
し
て
、
土
を
寄
せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
上
下
ま
た
は
脇
き
の
土
を
移

動
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
会
津
農
書
附
録
』
六
に
記
載
さ
れ
た
麦

と
大
豆
の
前
後
作
の
よ
う
に
、
土
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
返
作
」
す
な
わ
ち
連
作

を
回
避
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
新
伏
」・「
中
切
」・「
繳
」
な
ど
の
耕
起
作
業
を
難
無
く
行
う
た
め
に

は
、
膨
軟
な
土
壌
を
作
り
あ
げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
土
壌
は
、
ま
た
多
く
の

作
物
を
収
穫
で
き
る
土
性
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
耕
起
作
業
は
、
畑
の
地
力
の
維

持
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。『
会
津
農
書
』
下
之
末
に
は
、「
地ち

力り
き

枯か
る
ゝ

死
ノ
字
歟
」
の

記
載
が
あ
り
、
地
力
の
維
持
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
。

　

田
の
あ
ぜ
の
あ
ま
り
ほ
そ
き
ハ
水
も
た
で

　
　
　
　
　
　
　

地
力
の
か
る
ゝ
基も

と
ひな
り
け
り

　

早
苗
連づ

ら

こ（
込
）み
て
植
る
な
近
け
れ
バ

　
　
　
　
　
　
　

地つ
ち

の
力ち

か
らを
か
ら
し
こ
そ
す
れ

　

早
苗
も（

本
）と
多
く
植
れ
バ
茂し

げ

り
過

　
　
　
　
　
　
　

地
の
ち
か
ら
を
か
ら
す
も
の
也

　

な
げ
や
り
に
水
見
て
夏
の
田
を
ほ
せ
バ

　
　
　
　
　
　
　

地
力
の
か
る
ゝ
も
と
ゝ
し
る
へ
し

　

畦
ほ
そ
き
畠
の
作
り
は
し
げ
り
つ
ゝ

　
　
　
　
　
　
　

地
の
力
ぞ
終
に
か
れ
け
る

　

畠
の
毛
を
間
引
と
ら
ず
に
厚
た（

立
）て
は

　
　
　
　
　
　
　

地
の
力
を
か
ら
し
こ
そ
す
れ

　

身
に
そ
め
ぬ
あ
ら
し
作
り
の
田
や
畑
の

　
　
　
　
　
　
　

地
の
力
ハ
か
れ
は
て
に
け
り

　

現
代
農
業
に
お
い
て
も
、「
地ぢ

力り
き

」
と
い
う
呼
称
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
与

次
右
衛
門
が
「
地ち

力り
き

」
と
か
「
地つ

ち

の
力ち

か
ら」
と
い
う
農
語
の
存
在
を
記
載
し
て
い
る
点
、
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。 �

�

　

ま
た
与
次
右
衛
門
は
、「
地
力
」
の
衰
え
の
対
策
と
し
て
、『
会
津
農
書
附
録
』
六
で
次

の
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

　

老
人
の
曰
、
畑
作
の
仕
様
、
往
古
に
替
り
地
を
休
る
事
な
し
、
一
つ
畑
に
一
年
の
内

に
二
毛
も
三
毛
も
乃
至
四
毛
も
作
る
故
に
土
の
性
お
と
ろ
へ
、
や
せ
地
と
成
な
り
。
豊

年
の
時
に
も
作
毛
も
盛
少
く
、
或
ハ
か
れ
し
ほ
み
て
不
作
ニ
及
へ
り
。
此
や
せ
畑
の
補

ひ
に
ハ
煤
萱
、
煤
わ
ら
に
ま
し
た
る
養
な
し
。
愚
是
を
お
も
ひ
合
せ
て
関
東
の
咄
を
聞

バ
、
関
東
に
て
ハ
や
し
な
へ
を
大
切
に
す
る
故
、
家
の
葺
替
一
年
ハ
片
平
を
ふ
き
か

へ
、
其
翌
年
ハ
残
る
か
た
ひ
ら
を
ふ
き
か
へ
、
又
そ
の
次
年
ハ
両
の
扇
の
間
を
ふ
き
か

へ
、
扨
四
年
目
に
ハ
最
前
の
所
よ
り
段
々
三
年
置
に
毎
年
葺
か
へ
て
、
そ
の
す
ゝ
け
た

る
わ
ら
く
つ
を
畑
の
養
に
す
る
故
、
身
代
よ
ろ
し
き
者
も
皆
苫
ふ
き
、
麦
わ
ら
ふ
き
に

す
る
と
い
へ
り
。

　

森
田
志
郎
氏
は
、
畑
う
な
い
を
機
能
的
な
栽
培
技
術
の
視
点
か
ら
、
適
確
な
指
摘
を
さ

れ
て
い
る
。『
会
津
農
書
』
中
巻
の
畑
う
な
い
の
解
説
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
、
長
文
と
な

り
恐
縮
で
あ
る
が
、
引
用
し
た
い
。

　

畑
を
鍬
で
耕
す
と
き
の
状
態
を
み
る
と
、
サ
ク
ッ
と
鍬
を
打
ち
込
ん
で
手
前
の
少
し

右
よ
り
鍬
先
に
い
っ
ぱ
い
に
の
せ
た
土
を
引
き
よ
せ
も
ち
あ
げ
動
作
に
つ
づ
い
て
、
ス

ッ
と
鍬
先
と
そ
の
土
一
山
の
下
か
ら
引
き
ぬ
く
。
こ
れ
は
非
常
に
短
い
時
間
の
な
か
の

動
き
な
の
だ
が
、
一
回
一
回
が
ま
っ
た
く
気
持
ち
良
い
よ
ど
で
、「
き
ま
っ
た
」
と
言

い
た
い
ぐ
ら
い
の
決
り
文
句
で
あ
る
。
こ
の
「
サ
ク
ッ
」
か
ら
「
ス
ッ
」
ま
で
の
一
回

の
動
作
の
な
か
に
三
つ
の
こ
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。（
一
）
土
を
お
こ
す
こ
と
、
そ

し
て
（
二
）
土
を
砕
く
こ
と
、
そ
し
て
（
三
）
畝
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
一
回
の
動
作
で
三
つ
の
こ
と
が
、
見
事
に
き
ま
る
に
は
、
畑
の
土
は
よ
ほ
ど
よ
く

で
き
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
口
に
言
っ
て
膨
軟
な
土
壌
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
一
鍬
進
む
ご
と
に
土
は
砕
か
れ
、
掘
り
あ
げ
ら
れ
、
畝
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
有
機
質
の
切
れ
た
よ
う
な
、
ふ
く
ら
み
の
な
い
畑
で
は
そ
う
は
い
か

な
い
。
こ
の
三
つ
の
内
容
を
も
っ
た
動
作
を
、「
う
な
う
」
と
言
っ
た
り
も
す
る
。

　
『
会
津
農
書
』
中
巻
に
は
、「
火
耕
」
な
る
農
語
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
又
ソ
ハ
フ
セ

ス
ル
畑
ニ
莠
多
ク
ハ
、
干
テ
焼
タ
ル
カ
ヨ
シ
。
又
火
耕
ナ
リ
。
莠
ヲ
除
ヲ
漢
字
ニ
耘

ク
サ
キ
ルト

云
。」
と
あ
り
、
焼
畑
を
「
火
耕
」
と
い
う
表
現
で
記
述
し
て
い
る
。『
会
津
農
書
附
録
』

八
に
は
、「
火
耕
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　

問
て
曰
、
農
家
に
て
畑
を
耕
に
く
ハ
か
う
に
す
る
と
い
ふ
ハ
何
ぞ
や
。

　

答
て
云
、
た
と
へ
ハ
莠
多
く
生
た
る
畑
を
遅
く
そ
ば
伏
す
れ
ば
其
莠
一
円
く
さ
ら
ず
、

そ
れ
を
そ
は
中
切
の
時
う
な
ひ
出
し
焼
て
捨
る
な
り
。
然
バ
草
根
も
絶
へ
、
其
上
灰
ハ

養
と
成
な
り
。
是
を
火
耕
と
い
へ
り
。
亦
か
の
畑
焼
も
、
苧
多
生
へ
立
た
る
時
に
焼

�

�
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も
、
是
火
耕
な
り
。

　

こ
の
記
載
で
注
目
す
べ
き
は
、「
か
の
畑
」
す
な
わ
ち
焼
畑
で
、
草
な
ど
焼
い
た
灰
は

「
養
と
成
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
焼
畑
に
お
け
る
灰
に
、
肥
料
と
し
て
の
効
果
を
説
い

て
い
る
。
現
在
も
大
沼
郡
昭
和
村
で
は
、
小
満
（
五
月
二
一
日
）
に
「
か
ら
む
し
焼
」
と

呼
び
、
カ
ラ
ム
シ
の
新
芽
を
焼
く
作
業
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。『
会
津
農
書
』
中
巻

の
「
苧

カ
ラ
ム
シ

作
様
」
に
も
、「
火
耕
」
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

苧
カ
ラ
ム
シ

作
様
、
山
畑
、
里
畑
共
ニ
苧
ハ
秋
中
ヨ
リ
春
ヘ
カ
ケ
テ
馬
糞
、
其
外
塵
、
ア
ク

タ
ノ
類
ヲ
カ
ケ
置
テ
、
春
ニ
成
リ
カ
ラ
ム
シ
七
八
寸
余
ニ
生
ヘ
登
タ
ル
時
ニ
、
散
シ
置

タ
ル
養
ヲ
天
気
合
ヲ
見
テ
カ
キ
返
シ
、
干ホ

シ

テ
焼
ヘ
シ
。（
後
略
）

　
「
火
耕
」
と
い
う
農
語
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
の
『
会
津
風
土
記
』
に
も
、「
伊イ

南ナ

郷
（
状
未
レ
審
民

業
射
猟
火
耕
）」
と
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
会
津
地
方
で
は
聞
く
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
語
彙
で
あ
る
。

　

与
次
右
衛
門
の
施
肥
に
対
す
る
思
い
は
、『
会
津
農
書
附
録
』
六
に
記
載
さ
れ
た
、
次

の
一
節
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
烏
の
糞
に
ま
で
目
を
向
け
て
い
る
。

　

老
人
の
い
ゝ
け
る
ハ
、
烏
共
夜
々
方
々
よ
り
あ
つ
ま
り
て
雑
木
の
末
に
と
ま
る
山
あ

り
。
烏
の
糞
毎
夜
落
け
れ
は
、
其
木
の
下
の
落
葉
を
た
き
物
に
取
者
も
な
く
し
て
あ

り
。
そ
れ
を
麦
作
の
養
に
用
て
見
る
に
余
の
糞
よ
り
ハ
一
倍
よ
く
出
来
、
其
跡
の
大
豆

作
も
勝
れ
て
よ
し
。
又
田
の
養
に
土
ま
し
り
に
さ
ら
へ
て
か
く
れ
、
余
の
養
ひ
入
た
る

田
よ
り
ハ
出
来
増
な
り
。
愚
曰
、
実
に
庭
鳥
の
ふ
ん
を
常
に
養
ひ
に
す
れ
は
、
何
鳥
の

ふ
ん
も
き
く
と
見
へ
た
り
。
扨
郡
中
に
は
か
ら
す
の
と
ま
る
山
も
幾
所
も
有
へ
し
。
そ

の
勝
手
〳
〵
の
者
ハ
是
を
能
々
考
ふ
へ
し
。

　
　

結
び
に
か
え
て

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
原
発
事
故
で
は
、
浜
通
り
の
原

発
周
辺
の
田
畑
は
一
瞬
の
う
ち
に
、
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
た
。
学
校
の
校
庭
を
は
じ
め
、

水
田
で
も
表
土
の
土
壌
を
は
ぎ
取
り
、
土
を
入
れ
替
え
る
と
い
う
作
業
光
景
が
マ
ス
コ
ミ

に
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
農
民
に
と
っ
て
田
畑
の
長
年
か
け
て
培
っ
て
き
た
土
壌
を
は
ぎ
取

る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
身
体
の
一
部
を
は
ぎ
取
ら
れ
る
に
等
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
会
津
農
書
』
の
著
者
佐
瀬
与
次
右
衛
門
は
、
田
畑
の
土
壌
を
色
や
味
、
重
さ
等
か
ら
、

九
種
類
に
分
類
し
、
そ
の
土
性
に
応
し
い
作
物
や
品
種
の
栽
培
、
そ
し
て
施
肥
方
法
等
に

つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
た
農
法
は
、
会
津
の
自
然

に
お
け
る
田
畑
の
「
土
つ
く
り
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
い
か
に
栽
培
に
適
し
た
土

つ
く
り
を
行
い
、
そ
の
肥
料
分
が
薄
れ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
肥
料
を
施
し
て
い
く
か
、
そ

�

�

⑴

�

の
方
法
が
体
系
的
に
著
述
さ
れ
た
農
業
技
術
書
と
い
え
る
。
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
た
田
畑

の
土
壌
の
再
生
に
対
し
、
与
次
右
衛
門
だ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
、
う
か
が

い
た
い
心
境
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
た
土
性
論
を
概
説
し
、
田
畑
の
肥
料
を
紹
介

し
て
、
そ
の
施
肥
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
施
肥
方
法

は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
農
機
具
の
発
達
、
化
学
肥
料

の
使
用
、
農
薬
の
使
用
な
ど
、
有
機
農
法
か
ら
無
機
農
法
へ
と
変
容
し
て
き
た
。
こ
う
し

た
農
業
技
術
の
変
遷
の
な
か
、
会
津
の
伝
統
農
法
を
見
直
そ
う
と
、
有
機
農
法
を
重
視
し

て
農
作
物
の
栽
培
に
取
り
組
む
人
た
ち
も
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、

「
会
津
の
伝
統
野
菜
」
の
栽
培
と
継
承
が
あ
る
。
ま
た
、『
会
津
農
書
』
を
語
り
継
ぐ
会
と

い
う
団
体
を
組
織
し
、
会
津
地
方
の
在
来
作
物
を
栽
培
し
な
が
ら
、
積
極
的
に
『
会
津
農

書
』
の
農
法
を
学
び
、
継
承
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、『
会
津
農
書
』
が
地
域
社
会
に
注
目

さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、『
会
津
農
書
』
を
基
軸
に
会
津
の
伝
統
農
法
を
、「
世
界
農
業

遺
産
」
に
登
録
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
じ
め
会
津
地
方
の
一
七
市
町
村

の
団
体
か
ら
起
っ
て
い
る
こ
と
に
、『
会
津
農
書
』
研
究
の
末
席
に
連
な
る
筆
者
に
と
り
、

幸
甚
の
喜
び
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
『
会
津
農
書
』
を
と
り
ま
く
近
年
の
動
き
に
刺
激
さ
れ
、
土
性
と

施
肥
方
法
を
中
心
に
、
先
学
の
業
績
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
資
料
を
羅
列
す
る
形
で
、
若
干

の
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
小
祝
政
明
氏
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
「
焼
酎
粕
」
を
肥
料
に
施
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
施
肥
方

法
は
、
明
治
初
期
ま
で
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
も
会
津
名
産
の
み
し
ら
ず
柿
栽
培
に

利
用
さ
れ
、
最
高
級
の
柿
を
生
産
し
て
い
る
。『
会
津
農
書
』
に
著
述
さ
れ
た
伝
統
農
法

が
、
現
代
農
業
に
生
き
続
け
て
い
る
一
例
で
あ
る
。『
会
津
農
書
』
の
農
法
は
、
筆
者
の

気
付
か
な
い
多
く
の
点
が
、
現
代
に
生
き
続
け
て
い
る
と
思
う
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
意

味
か
ら
、
多
く
の
方
々
に
御
叱
正
・
御
教
導
を
賜
り
、
今
後
の
『
会
津
農
書
』
の
研
究
に

生
か
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

註⑴　

日
本
農
書
全
集
第
一
九
巻　
『
会
津
農
書
・
会
津
農
書
附
録
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
八
二
年

⑵　

註
⑴

⑶　

三
井
進
午
・
今
泉
吉
郎
監
修　
『
土
壌
・
肥
料
新
事
典
』　

博
友
社　

一
九
五
六
年

⑷　

註
⑴

⑸　

註
⑴
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佐々木　長生

⑹　

註
⑴

⑺　

守
田
志
郎　
『
農
業
に
と
っ
て
技
術
と
は
な
に
か
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
九

四
年

⑻　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
A
i
z
u 

S
o
r
a
の
会
編　
「
会
津
農
書
に
よ
る
世
界
農
業
遺
産
資

料
考
察
」　

二
〇
一
六
年

⑼　

註
⑴

⑽　

註
⑴

⑾　

註
⑴

⑿　

註
⑻

⒀　

小
祝
政
明　
『
有
機
栽
培
の
イ
ネ
つ
く
り
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

二
〇
〇
八
年

⒁　

註
⑴

⒂　

日
本
農
書
全
集
第
二
〇
巻　
『
会
津
歌
農
書
・
幕
内
農
業
記
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
八
二
年

⒃　

註
⑻

⒄　

日
本
農
書
全
集
第
一
六
巻　
『
百
姓
伝
記
』
巻
一
～
巻
七　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
七
九
年

⒅　

日
本
農
書
全
集
第
六
九
巻　
『
農
稼
肥
培
論
・
培
養
録
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一

九
九
六
年

⒆　

註
⒅

⒇　

日
本
農
書
全
集
第
三
七
巻　
『
農
書　

全
・
伝
七
勧
農
記
・
田
家
す
き
は
ひ
袋　

耕

作
稼
穡
八
景
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
九
八
年

�　

庄
司
吉
之
助
編　
『
会
津
風
土
記
・
風
俗
帳
』
第
三
巻　

文
化
風
俗
帳　

歴
史
春
秋

社　

一
九
八
一
年

�　

福
島
県
史
編
纂
委
員
会　
『
福
島
県
史
』
第
十
巻
（
下
）、
福
島
県　

一
九
六
四
年

�　

註
⑴

�　

明
治
農
書
全
集
第
一
〇
巻　
『
土
壌
・
肥
料
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
八
四
年

�　

註
�　

注
記
・
解
題
、
友
田
清
彦

�　

註
⒅

�　

註
⒀

�　

註
⑻

�　

註
�

�　

前
田
和
美　
『
マ
メ
と
人
間
―
そ
の
一
万
年
の
歴
史
』　

古
今
書
院　

一
九
八
七
年

�　

註
⑴

�　

註
⑴

�　

註
⒂

�　

註
⑴

�　

註
⒅

�　

秡
川
信
弘
氏
の
御
教
示
に
よ
る　

二
〇
一
七
年

�　

註
⑺

�　

田
中
耕
司　
「
す
ぐ
れ
た
作
付
方
式
論
『
会
津
農
書
』」『
近
世
農
書
に
学
ぶ
』　

日
本

放
送
出
版
協
会　

一
九
七
七
年

�　

註
�

�　

註
⑴

�　

註
⑴

�　

庄
司
吉
之
助
編　
『
会
津
風
土
記
・
風
俗
帳
』
第
二
巻　

貞
享
風
俗
帳　

歴
史
春
秋

社　

一
九
八
〇
年

�　

註
⒂

�　

註
⑴

�　

註
⑺

�　

註
⑴

�　

註
⑴

�　

註
⑴

�　

庄
司
吉
之
助
編　
『
会
津
風
土
記
・
風
俗
帳
』
第
一
巻　

寛
文
風
俗
帳　

歴
史
春
秋

社　

一
九
七
九
年

�　

註
⑴

　

な
お
引
用
文
献
の
ほ
か
、
次
の
主
要
研
究
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

○
古
島
敏
雄　
「『
会
津
農
書
』
の
農
業
知
識
」『
日
本
農
学
史
』
第
一
巻　

昭
和
二
一
年
、

『
古
島
敏
雄
著
作
集
』
第
五
巻　

東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七
五
年

○
岡
光
夫　
「『
会
津
農
書
』
の
成
立
と
農
業
社
会
」『
近
世
農
業
の
展
開
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房　

一
九
九
一
年

○
岡
光
夫　
「
土
壌
と
肥
料　

近
世
」『
稲
作
の
技
術
と
理
論
』〈
近
代
日
本
の
技
術
と
社

会
1
〉　

平
凡
社　

一
九
九
〇
年

○
有
薗
正
一
郎　
『
近
世
農
書
の
地
理
学
的
研
究
』　

古
今
書
院　

一
九
八
二
年

○
徳
永
光
俊　
『
日
本
農
法
の
水
脈
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
九
六
年

○
徳
永
光
俊　
『
日
本
農
法
の
天
道
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
九
六
年

○
秡
川
信
弘　
「
地
域
農
業
シ
ス
テ
ム
の
持
続
性
に
関
す
る
考
察
―
『
会
津
農
書
』
に
学

ぶ
農
業
経
済
学
―
」
東
北
文
化
学
園
大
学
総
合
政
策
学
部
紀
要
『
総
合
政
策
論
集
』
第
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『会津農書』の土性論と施肥法　−焼酎粕を中心に−

一
五
巻
一
号　

二
〇
一
六
年

○
秡
川
信
弘　
「
世
界
農
業
遺
産
（
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
）
に
関
す
る
考
察
―
『
会
津
農
書
』
と

〝
Ｗ
ａ
Ｌ
ｄ
ｅ
ｎ
〟
の
視
点
か
ら
―
」
東
北
文
化
学
園
大
学
総
合
政
策
学
部
紀
要
『
総

合
政
策
論
集
』
第
一
六
巻
一
号　

二
〇
一
七
年

○
拙
稿　
「
近
世
に
お
け
る
会
津
地
方
の
肥
料
慣
行
―
『
会
津
農
書
』
を
中
心
に
―
」『
東

北
民
俗
学
研
究
』　

東
北
学
院
大
学
民
俗
学
Ｏ
Ｂ
会　

二
〇
〇
五
年

○
付
記

　

拙
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
児
島
徳
夫
・
渋
川
吉
美
・
秡
川
信
弘
諸
氏
か
ら
数
々
の

御
教
示
と
、
貴
重
な
資
料
を
恵
与
い
た
だ
い
た
事
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
拙
稿
は

三
氏
ら
と
共
に
、『
会
津
農
書
』
を
基
軸
と
し
て
、
会
津
の
伝
統
農
法
を
「
世
界
農
業
遺

産
」
へ
の
登
録
を
め
ざ
し
た
研
究
活
動
に
よ
る
こ
と
を
付
記
し
、
多
く
の
方
々
の
御
協
力

と
御
教
導
に
感
謝
し
ま
す
。（
二
〇
一
七
・
五
・
一
〇
）




