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地
図
に
現
ほ
れ
た
後
套
水
道
の
襲
遷

A

苗
-
か
ら
黄
河
は
千
里

一
曲
と
い
は
れ
る
｡
寧
夏
省
中
衛
願

か
ら
東
北
に
向
ひ
寧
夏
の
束
南
方
横
城
に
至
っ
て
長
城
を
突
破

し
寧
夏
緩
速
両
省
の
露
界
を
な
し
つ
1
北
上
し
'
狼
山
々
艦
に

つ
き
常
つ
て
方
向
を
東
に
噂
す
る
｡

さ
う
し
て
包
頭
を
過
ぎ
托

克
托
の
附
近
か
ら
直
角
に
折
れ
山
西

･
陳
西
両
省
の
産
界
を
な

し
て
南
下
し
'
達
蹄
で
拳
山
に
衝
突
し
て
再
び
東
に
向
ふ
｡
こ

の
北
及
び
西
を
黄
河
に
囲
ま
れ
た
長
城
緑
以
北
の
緩
速
省
南
部

の
地
を
明
以
後
河
嚢
と
呼
び
'
清
朝
に
は
部
爾
多
斯
七
族
の
猷

衛
地
で
あ
っ
た
か
ら
ま
た
部
爾
多
斯
と
も
い
ふ
O

地
暦
を
見
る

と
都
南
多
斯
の
西
北
角
で
黄
河
が
二
股
に
分
れ
そ
の
一
つ
が
グ

ル
ツ
と
東
北
に
牛

鳳
を
描
い
て
叉
合
し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
｡
こ

の
不
思
議
な
そ
ら
豆
の
や
う
な
恰
好
を
し
た
部
分
を
後
套
'
邪

爾
多
期
と
は
勿
論
こ
れ
を
も
合
め
て
の
親
衛
で
あ
る
が
､
そ
の

日

比

野

丈

夫

他
の
部
分
を
前
賓
と
い
ふ
風
に
置
別
し
て
ゐ
る
｡

こ
の
後
蜜
の
地
は
古
-
か
ら
決
族
北
欧
抗
軍
の
巷
と

な
っ

た
｡
戦
観
時
代
超
の
武
整
王
は
戎
秋
を
駆
っ
て
北
黄
河
を
渡
り

陰
山
に
そ
っ
て
城
寒
を
築
き
'
秦
の
胎
豊
は
そ
れ
よ
り
史
に
北

に
避
降
を
設
け
て
こ
の
地
を
九
原
郡
の
一
部
に
し
た
｡
前
渡
朝

方
郡
の
臨
河
願
は
後
套
内
に
あ
っ
た
.
後
漢
以
後
蒐
別
の
雑
居

す
る
所
と
な
り
願
の
置
か
れ
た
こ
と
な
-
､
五
胡
乱
の
後
は
前

後
超
､
前
後
秦
の
興
麿
あ
り
'
或
は
赫
蓮
勃
々
の
某
国
の
佑
有

す
る
所
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
が
'
文
献
に
倣
す
べ
き
と
と
が
な

い
｡
北
魂
に
は
夏
州
の
北
境
に
､
階
に
は
九
原
郡
に
属
し
た
｡

唐
の
太
宗
は
貞
翫
二
年
突
蕨
の
讃
利
可
汗
を
追
っ
て
河
香
を
平

定
し
河
南
に
豊
州
(九
原
郡
)
を
置
き
'
永
淳
中
張
仁
感
は
進
ん

で
河
を
越
え
河
北
に
三
受
降
城
を
築
い
て
突
蕨
の
遠
道
を
掩
っ

た
｡
か
-
て
暦
の
勢
力
は
遠
-
漠
北
に
及
び
'
後
蜜
の
地
も
久

し
ぶ
り
で
耗
族
の
朝
廷
の
支
配
下
に
立
つ
こ
と
1
な
っ
た
｡
し

48
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か
し
唐
未
か
ら
夏
閥
の
占
描
す
る
所
と
な
-
五
代
を
経
て
遼
金

が
交
々
興
る
に
及
ん
で
雅
え
す
両
閲
閥
の
華
甲
の
地
域
で
あ
っ

た
｡
明
の
太
組
が
北
元
を
伐
ち
接
廓
帖
木
見
を
漠
北
に
追
ひ
､

成
組
が
両
度
親
征
の
軍
を
進
め
て
摂
南
を
掌
中
に
牧
め
た
や
う

な
時
代
は
別
と
し
て
､
そ
の
中
葉
以
後
'
蒙
古
族
が
こ
1
に
優

入
し
て
来
て
屡
々
河
を
渡
っ
て
北
達
に
遺
し
程
鞄
部
を
復
興
し

た
達
延
汗
の
孫
充
必
里
克
墨
菌
根
が
右
翼
簡
濃
と
し
て
そ
の
兄

舜
と
共
に
郡
爾
多
斯
に
猛
威
を
振
ふ
や
明
は
梅
林
蓮
精
を
築
い

て
こ
の
地
方
を
仝
-
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
う
い
っ
た
次
第
で
那
爾
多
斯
の
地
理
､
殊
に
後
套
地
方
の

地
形
の
如
き
は
清
朝
に
な
る
ま
で
殆
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
な
か

っ
た
｡
明
の
羅
沸
先
の
庚
興
国
や
陳
親
授
の
豊
明
鹿
芳
恩
な
ど

み
て
も

一
向
地
名
な
ど
記
入
さ
れ
て
を
ら
ぬ
｡
例

へ
は
成
典
鳳

の
九
避
繰
鳳
に
は
河
套
音
張
子
凱
歌
な
ど
1
記
し
て
ゐ
る
に
過

ぎ
な
い
｡
音
盤
と
は
即
ち
盃
必
里
充
の
こ
と
で
'
そ
の
弟
の
俺

答
や
老
把
邪
見
等
と
共
に
套
虜
と
い
ふ
名
で
極
め
て
明
人
に
恐

れ
ら
れ
宮
代
の
史
書
に
度
々
み
え
て
ゐ
る
｡

〓

芯
く
か
ら
黄
河
が
二
股
に
分
れ
ゐ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
ゐ
る

が
､
元
来
は
そ
の
北
浦
の
耳
が
本
道
で
あ
っ
た
ら
し
-
'
商
流

が
本
流
と
な
っ
た
の
は
清
朝
の
初
か
ら
で
あ
る
｡
劉
肇
阜
昌
の

鶏
蕗
胤
や
朱
の
淳
拓
墜
理
固
な
ど
に
は
明
ら
か
に
北
浦
だ
け
し

か
あ
ら
は
し
て
を
ら
ぬ
｡
河
が
狼
山
々
版
に
つ
き
常
つ
て
方
向

を
か
へ
山
脈
に
そ
っ
て
東
に
洩
れ
る
の
は
地
形
か
ら
み
て
も
常

然
の
こ
と
で
あ
る
が
'
年
々
水
の
押
し
流
す
宜
多
な
土
砂
の
鵠

め
に
攻
弟
に
北
道
が
教
塞
さ
れ
河
の
本
流
が
南
に
迷
っ
た
わ
け

で
あ
る
｡

弟

1
鳳
は
彼
の
ダ
ン
ヴ
ィ
ル
の
支
郷
地
勘
帖
の
タ
ル
タ
ル
･

弟
三
恩
(望
｡)
で
あ
る
｡

一
七
三
七
年
和
蘭
の

へ
-
グ
の
ア
ン

リ

-

･
シ
ュ
ー
ル
レ
ル
出
版
の
も
の
に
よ
る
｡

こ
の
蒙
古

･
長

城
の
地
方
は
ブ
-
ヴ
ェ
I
t
レ
ヂ
ス
'
ヂ
ャ
ル
ト
ゥ
I
の
諸
師
に

よ
っ
て
最
も
早
く

一
七
〇
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
測
量
せ
ら

れ
た
の
で
あ
ら
う
｡
康
照
の
盛
時
に
於
い
て
最
も
誇
る
べ
き
大

事
業
の
1
つ
で
あ
る
支
那
全
土
に
亙
る
瞥
測
は
康
無
四
十
四
年

に
始
ま
り
約
十
年
を
経
て
完
成
し
た
.
こ
の
皇
輿
仝
鷲
樹
に
最

も
近
い
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
､
近
年
石
印
本
と
な
っ
て
容
易

に
手
に
し
う
る
榛
に
な
っ
た
奉
天
故
官
所
域
の

｢
満
雄
合
壁
内

肘

7
統
奥
地
頑
固
｣
で
あ
る
.

さ
う
し
て
ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の
園
と

い
ふ
の
は

こ
れ
等
宣
教
師
が
巴
男
の
デ
ュ
･
ア
ル
ド
師
の
許
に

49
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一
■

一

.
3J?8

送
っ
た
稿
相
に
塞
い
て

グ

ン
グ
ィ
ル
が
作
製
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
｡
内
府

一
統
輿
因
で
は
耶
髄
多
斯
附
進
の
地
名
は
悉
-
満

洲
字
で
記
入
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
乾
降
帝

の
時
に
塘
刺
さ
れ
た
因

第

】
毘

第

二

毘

位
置
も
は
づ
れ
て
ゐ
る
所
が
多
い
｡
帝
君
前
の
水
道
綻
網
は
専

ら
康
煤
の
周
に
依
っ
て
水
道
を
例
説
し
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
o

今
そ
の
記
事
(巻
五
)を
引
い
て
第

一
鳳
の
説
明
と
し
よ
う
.

(輩
河
は
)白
塔
の
東
に

至

り
'
東
北
に
杓

にこの分三を一分蔑首二尺綿に共問両

る常に一分蔑育三は間本 らかIIめ縮

曲
折
し
て
北
流
し
岐
れ
て
二
派
と
な
る
｡

一
は
東
北
流
し
て
那
爾
多
斯
右
翼
後
族
の

西
北
境
を
す
ぐ
.

一
は
北
浦
し
て
膳
格
旦

那
模
(T
eコgueri
om
o
)
に
注
ぐ
｡
即
ち

古

の
鏡
狩
の
展
中
経
で
あ
る
｡
叉
池
の
東

北
よ
り
出
て
北
よ
り
来
る
阿
爾
坤
河
(A
T

tan
R
.)

と
脅
し
'

又
東
北
し
て
沌

々

邪
模

(
C
o
u
c
o
u

O

m
o
)

と
な
り
'
始
め

て
折
れ
て
束
流
す
る
｡
そ
の
東
浦
の
正
派

も
ま
た
帝
か
ら
奔
て
愈
す
る
｡
正
派
は
東

北
流
す
る
こ
と
六
十
里
に
し
て
又
二
文
に

分
れ
る
.

一
は
前
文
で
東
流
し
､

一
は
北

文
で
北
流
す
る
こ
と
八
十
里
､
又
分
れ
て

50

釦
ち
最
近

｢
正
隆
十
三
耕

一
統
闘
｣
の
名
で
出
版
さ
れ
た
北
平

故
耳
博
物
館
所
政
の
銅
版
佃
で
は
､
す
べ
て
派
手
に
音
鐸
さ
れ

て
あ
る
.
し
か
し
如
拙
を
比
較
す
る
と
後
者
は
粗
雑
で
地
名
の

二
と
な
る
｡

一
は
北
し
て
塵

々
池
か
ら
出
る
東
北
流
と
合
し
､

｢
は
東
南
流
す
る
｡
(即
ち
堵
老
周
噛
爾
挟
'
ダ

ン
グ
ィ
ル
闇

に

G
a
lo
tou,b
ras
du
H
o
ang
h
o

と
あ
る
も
の
｡
)
南
北
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地
百
除
塵
の
問
三
菜
並
び
東
浦
す
る
こ
と
二
百
六
十
里
､
後

族
の
北
境
を
す
ぐ
O
即
ち
tn
の
朔
方
河
南
の
地
で
あ
る
O
最

北
の

7
派
は
中
'こ
ろ
分
れ
て
ま
た
合
し
東
の
芳
喝
札
爾
賀
郡

(和
碩
)
山

(G
aja
r
h
o
ch
o
)
の
南
大
洗
得
見
山
(達
筆
徳
爾

阿
林

T

ahandel
A
lin)
の
西
南
に
至
り
始
め
て
折
れ
て
東

南
流
し
､
叉
分
れ
て
合
し
､
も
う

一
度
分
れ
て
東
南
す
る
｡

合
せ
て
百
三
十
重
o
呉
剰
義
旗

(O
u
ra
t)
西
の
墨
蘭
楚
克
賀

郡
山
(詫
歯
群
克
和
碩

M
o
Hjoc
h
och
o
)
の
北
に
至
り
始
め

て
折
れ
て
西
南
流
す
る
｡
北
浜
が
西
か
ら
来
て
脅
し
叉
西
南

し
て
九
蘭
恰
郎
尉
(曽
爾
恰
蘭
団
)
の
南
に
至
る
と
商
状
も
ま

た
西
か
ら
来
て
合
し
'
三
淡
は
き
た
合
す
る
o
苗
よ
り
南
河

北
河
の
二
派
が
あ
る
と
い
は
れ
る
が
'
今
で
些

二
支
分
合
絞

る
が
如
き
有
様
で
あ
る
｡

括
弧
の
中
の
携
字
は
乾
降
十
三
排
固
'
羅
馬
字
は

ダ

ン
ヴ
ィ

ル
圏
に
よ
る
.
康
願
や
寵
隆

の
恩
で
は
河
道
は
三
つ
共
同
じ
太

さ
で
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
て
何
れ
が
本
流
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な

い
O
水
道
提
綱
に
た
三
二
支
分
合
と
い
っ
て
そ
の
牌
係
を
示
し

て
を
ら
ぬ
理
由
が
頗
か
れ
る
｡
し
か
る
に

ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の
樹
で

は
最
も
南
に
雷
る
の
を
特
に
太
-
し
て
こ
れ
が
本
流
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
の
は
'
本
圃
が
皇
輿
全
鷲
闘
そ
の
も

の
を
襲
っ
た
だ
け
で
は
な
-
'
そ
の
他
の
宣
教
師
の
報
骨
書
類

が
参
考
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
.
｡

そ
れ
か
ら

注
目
す
べ
き
は

ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の
閲
に
は
黄
河
の
本
流
よ
り
も
更

に
南
に

T
ch
ig
ue
Pira
と
い
ふ
細
流
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
｡
こ
れ
は
康
殿
や
乾
隆
の
鳳
に
は
全
然
見
え
ず
'
叉
新

し
い
地
樹
に
よ
っ
て
も

こ
れ
に
比
定
す
べ
き

も
の
が
見
雷
ら

ぬ
｡
し
か
し
そ
の
名
は
デ
ュ
･
ア
ル
ド

の
支
那
会
誌
弟
別
冊
に

牧
め
ら
れ
た

ジ
ェ
.ル
ピ
ョ
ン
師
の
箱
七
回
日
の
紀
行
'
即
ち
康

無
帝
に
屈
従
し
て
寧
夏
に
行
っ
た

往
復
の
改
行
記
に
田
て
ゐ

る
.

一
六
九
七
年
五
月
二
十
六
日

へ康
駈
f:717十
六
年
四
月
七
日

丙
辰
)
康
整
帝
は
黄
河
の
西
岸
自
塔
の
附
近
か
ら

一
部
の
臣
下

を
率
ゐ
て
蘭
で
黄
河
を
下
つ
た
が
'

ジ
ェ
ル
ピ
ョ
ン
は
陸
路
の

一
行
に
加
は
つ
て
黄
河
を
東
に
渡
り
東
北
に
進
ん
で

T

chigue

m
ou
ren
と
い
ふ
小
川
を
渡
り
こ
れ
に
沿
っ
て
東
に
行
-
こ
と

四
日
再
び
こ
れ
を
南
に
越
え
て
黄
河
の
本
流
に
拾
っ
て
束
し
た

と
あ
る
｡

チ
グ
ビ
ラ
に
沿
っ
た
遇
は
第

7
鳳
に
破
線
で
描
か
れ
て
ゐ
る

の
が
そ
れ
で
原
圏
に
は

R
oute
dc
1+,E
m
p
e
reu
r
en
a
1

1an-

㌢
N
in
g
h
ia
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
.
然
る
に
こ
の
河
は
鹿
駈
州や
乾

降
の
圏
に
見
え
な
い
こ
と
は
前
に
い
っ
た
通
り
で
あ
る
が
､
グ

51-十
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ロ
ジ

エ
ー
輔

.I,A;

七
八
.Lq.隼
巳
生
.fJ
静
行
し
た
支
邪
誌
初
版
に

添
へ
ら
れ
た
地
園
帖
(
2
'Jo)
に
全
然
省
か
れ
て
ゐ
る
の
は
如
何

な
る
わ
け
で
あ
ら
う
か
.

ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の
因
が
康
駈
州
の
輿
地
甜

団
と
仝
-
同
じ
で
な
い
の
は
考
へ
う
る
こ
と
で
あ
る
が
こ
の
グ

ロ
ジ

エ
ー
師
の
支
部
鳳
が

デ
ュ
･
ア
ル
ド
の
支
部
会
諒
の
鳳
と

全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
払
な
が
ら
全
面
的
に
節
略
さ
れ
て

ゐ
る
部
分
が
あ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
｡

こ
の
附
近
に
紬
す
る
水
鮭
注
の
記
事
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如

-
で
あ
る
｡

河
は
漢
の
朔
方
郡
臨
戎
牒
故
域
の
西
を
過
ぎ
て
次
男
に
北
浦

す
る
.
枝
秦
が
あ
っ
て
鋼
口
と
い
ふ
所
か
ら
束
に
E
､
沃
野

願
故
城
の
商
を
通
り
つ
1
沿
岸
の
地
を
濯
概
し
て
ゐ
る
｡
河

水
は
又
北
し
属
し
て
尿
中
揮
と
な
る
｡
こ
1

か
ら
甫
河
が
出

て
ゐ
る
.
河
水
は
又
北
に
め
ぐ
り
西
鋸
滞
牒
故
城
の
東
に
溢

れ
る
｡
そ
の
水
は
積
っ
て
展
申
浮
と
な
る
｡
浮
は
東
西
百
二

十
里
｡
だ
か
ら
猿
害
地
理
志
に
屠
申
揮
煤
の
東
に
あ
り
と
い

っ
て
ゐ
る
の
が
釦
ち
こ
の
洋
な
の
で
あ
る
.
簡
閲
の
十
三
州

志
に
は
.こ
れ
を
競
汚
洋
と
い
っ
て
ゐ
る
o

河
水
は
又
属
し
て

東
流
し
北
河
と
な
る
.
薄
の
武
帝
元
朔
二
年
大
将
軍
衛
青
が

梓
嶺
を
わ
た
り
北
河
に
梁
し
た
の
は
こ
の
河
で
あ
る
.
東
し

て
高
園
の
橘
を
す
ぎ
て
東
流
し
､
晴
に
屈
し
て
河
口
鯨
の
西

を
通
り
宿
し
て
覇
河
と
合
す
る
｡
南
河
は
西
河
よ
り
分
流
し

て
東
し
臨
戒
煤
敵
城
の
北
､
臨
河
原
の
南
を
す
ぎ
二
百
里
ば

か
り
流
れ
て
東
の
芳
河
の
本
流
に
合
す
る
｡

こ
1

に
北
河
と
あ
る
の
は
つ
ま
ゎ
古
-
黄
河
の
本
浦
と
考
へ

ら
れ
た
も
の
で
西
河
に
封
す
る
呼
び
方
で
あ
ら
う
｡
清
朝
に
な

っ
て
茸
測
さ
れ
た
鳳
は
や
1
複
雑
に
凝
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
'
河

道
は
北
魂
時
代
か
ら
撃
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
O

三

第
二
圏
は
民
閲
二
十
三
年
四
月
上
轟
の
申
報
館
よ
り
刑
版
さ

れ
た
中
華
民
国
新
地
周
に
よ
る
｡
こ
れ
を
上
の
ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の

闇
と
比
べ
て
み
る
と
全
く
同
じ
場
所
と
も
考
へ
ら
れ
ぬ
程
廻
っ

て
ゐ
る
.
鷲
-
べ
き
こ
と
に
は
沫
害
地
理
志
以
来
著
名
な
牌
申

揮
即
ち
凝
格
里
泊
も
姿
を
消
し
'元

々
泊
や

K
is
an

Om.(集

三
部
模
)
は
影
も
形
も
な
い
｡
南
北
河
と
喝
著
聞
河
が
並
流
し

て
ゐ
た
代
り
に
璃
北
数
多
の
菓
道
が
網
の
目
の
如
-
通
じ
て
ゐ

る
.
･こ
れ
は
決
し
て
康
傑
時
代
宣
教
師
の
測
量
が
不
完
全
で
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
-
後
に
述
べ
る
様
に
清
朝
末
期
か
ら
民
陶
に

か
け
て
の
人
工
的
菓
道
の
静
達
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ

52
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ら
の
渡
英
は
遺
光
成
豊
の
頃
か
ら
次
第
に
開
整
さ
れ
始
め
光
緒

の
経
に
は
己
に
今
日
の
十
大
公
菜
も
形
を
生
へ
て
ゐ
た
｡
そ
れ

等
は
後
に
説
-
こ
と
1
し
て
な
は
暫
-
地
鳳
に
つ
い
て
述
べ
て

み
よ
う
｡
後
套
の
河
道
が
こ
ん
な
形
で
地
圏
に
あ
ら
は
さ
れ
た

の
は
民
図
二
十

一
年
地
質
調
査
所
刑
版
の
中
開
地
形
圏
が
最
初

ら
し
い
｡
そ
の
資
料
は
私
の
知
れ
る
限
り
で
は
民
図
十
七
年
'

全
開
陸
軍
測
給
紙
局
か
ら
出
版
さ
れ
た
十
島
分

一
綬
遠
省
地
形

園
で
あ
る
.
商
買
七
巻
八
九
今
期
(
察
按
専
既
)
に
牧
む
る

｢
槻

於
察
緩
問
塵
的
国
籍
輿
論
文
索
引
｣
や

｢
陶
立
北
卒
園
書
館
中

文
輿
圃
日
録
｣
(
:Li::鎮
)
等
に
は
縮
尺
は
小
さ
い
が
次
の
如
き
も

の
が
見
え
る
｡

綬
空

尉

詐

高
話

緩
速
部
署

測
輸
芸

民
望

左

絃
遠
地
形
固

七
十
嵩
分

一

同

綬
遠
省
分
野
鳳

議

省
賢

警

析

民
讐

十
二
年
印
行

綬
著

分
殿
田

微
速
議

豪

育
飴
編
製

拭
讐

十
三
年
印

特
に
後
套
地
置
に
闘
し

て
は

綬
遠
特
別
院
域
後
志

帖
讐

㌃

仰
枇
欄
防
詣

船
客
測
製

後
套
形
勢

一
驚
圃

屯
墾
虚
測
最
除
製

は
閥

二
十
二
年

等
が
あ
り
､
こ
れ
等
は
何
れ
も
和
宮
の
樵
威
あ
る
正
確
な
岡
で

あ
ら
う
が
遺
憾
な
が
ら
ま
だ
目
に
嘱
れ
る
機
合
が
な
い
｡
鶏
貢

六
巻
五
期
(諸

諸

諾

璃
譜

)

の
附
錐
と
し
て
出
讐

れ
た

三
十
寓
分

一
後
妻
宮
城
舘
鳳
が
こ
の
地
域
を

一
驚
す
る
に
最
も

便
利
で
あ
る
O
こ
れ
が
何
に
握
っ
た
も
の
か
全
く
明
ら
か
で
な

い
が
'
略
々
前
記
十
寓
分

一
緩
速
樹
に

一
致
す
る
｡
民
閣
製
の

十
寓
分

一
圏
が
兼
し
て
何
盤
ま
で
の
信
頒
度
を
有
し
得
る
か
と

い
ふ
こ
と
は
疑
問
に
届
す
る
が
'
後
套
の
地
形
に
牌
す
る
限
り

従
っ
て
そ
れ
に
基
い
た
と
考
へ
ら
れ
る
新
地
図
は
他
の
あ
ら
ゆ

る
鳳
よ
り
も
新
し
く
jE
確
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
と
恩
ふ
｡
昭

和
十

7
年
繍
織
資
料
課
か
ら
m
版
さ
れ
た
北
支
那
鳳
の
如
き
全

然
新
地
団
に
よ
っ
て
ゐ
る
｡
東
方
文
化
研
究
所
の
東
熊
大
陸
諸

国
産
機
固
叉
同
様
で
あ
る
｡

清
の
鯛
林
翼
が
編
纂
し
同
治
二
年
武
昌
で
刊
行
さ
れ
た
犬
清

一
統
輿
闇
が
康
紀
州乾
降
の
圏
を

一
歩
も
出
て
ゐ
な
い
の
は

や

む
を
得
ぬ
所
で
あ
ら
う
｡
光
緒
曾
典
の
周
と
て
同
じ

こ
と
で

あ
る
O

弟
三
間
は
奮
猫
逸
測
量
局
の
石
高
分

一
支
那
樹
釦
ち
t

K

arte
von
O
st･C
h
in
a
の
梅
林
鳳
幅
の
一
部
で
'

一
九
〇
二

年
の
製
版
に
か
1

る
｡
河
道
は
頗
る
簡
罪
で
漉
巣
の
如
き

一
つ

も
硯
ば
れ
て
を
ら
ず
､
到
底
嘗
際
の
測
貴
に
よ
っ
た
も
の
と
は

考
へ
ら
れ
な
い
が
､
騰
格
里
泊
が
な
-
な
っ
て
ゐ
る
の
が
注
意

さ
れ
よ
う
.
二
十
世
紀
以
後
西
洋
で
;-～
版
さ
れ
た
地
圏
は
多
-

53
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こ
れ
に
基

い
て
ゐ
る
様
で
あ
る
｡

ス
テ
ィ
ー
ラ

ー
の

-E
九
二
五

年
版

A
tlas
o
f
M
odern
G
cog
m
p
h
y
の
如
き
も
そ
れ
で
あ

る
が
､
し
か
し

l
九
三
四
年
以
来
分
行
さ
れ
つ
1

あ
る
閉
際
版

第

三

国

第

四

思

ら
ぬ
｡
河
道
は
濁
逸
の
百
寓
分

一
周
を
参
考
し
た
部
分
も
な
い

様
で
は
な
い
が
殆
ん
ど
大
清

.I
統
輿
周
そ
の
ま
1

に

過
ぎ
な
い
｡

第
四
闇
は
民
囲
三
年
参
謀
本
部
製
相
見
の
編
纂
に
な
る
百
寓

分

一
中
閣
輿
圃
の
克
原

に-の分三 を一分高官尺精 に共岡滴

る常に一分蔑育三は間本 らか1:め縮

闇
幅
で
あ
る
｡
第
二
鳳

に
は
飾
程
近
い
が
'
違

っ
て
ゐ
る
の
は
黄
河
北

道
が
通
っ
て
ゐ
る
こ
と

1

鷹
格
里
泊
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
｡
こ
の
形
は

民
陶
の
始
め
か
ら
最
近

に
至
る
ま
で
の
大
概
の

支
邦
仝
閲
に
硯
は
れ
て

ゐ
る
｡
民
国
初
年
の
参

謀
本
部
製
圃
局
の
四
百

寓
分

一
中
華
金
岡
'
民

54

｢

.

..

で
は
必
ず
改
正
さ
れ
た
周
が
吊
る
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
で
は
我
閥

の
陸
地
測
紫
郎
の
百
寓
分

一
束
克
典
地
因
は
如
何
.
こ
の
部
分

は
包
頭

叫
帰
に
富
り
明
治
三
上

ハ
咋
(
一
九

〇
三
)
の
製
版
で
該

佃
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
1

一
つ
で
以
後
改
版
も
さ
れ
て
を

図
十
八
年
出
版
の
断
腸
綾
の
中
華
析
類
分
省
周
等
を
飴
め
'
昭

和
二
年
出
版
の
我
が
陸
地
測
景
部
の
東
熊
大
陸
闇
さ
へ
さ
う
で

あ
る
｡
最
も
新
し
い
所
で
は
新
地
図
の
監
行
に
後
れ
る
こ
と
僅

か
二
箇
月
民
固
二
十
三
年
六
月
商
務
印
書
館
か
ら
出
版
さ
れ
た



中
華
教
育
文
化
基
金
董
寄
合
編
謬
委
員
骨
編
製
の
中
開
分
省
鳳

で
あ
る
｡
序
分
に
よ
れ
ば
地
質
調
査
所
の
資
料
に
探
っ
た
と
あ

る
に
拘
ら
ず
､
同
所
の
資
料
に
基
い
て
作
ら
れ
た
新
地
圏
と
全

然
異
な
り
む
し
ろ
古
い
百
寓
分

一
樹
を
利
用
し
.た
形
連
が
あ
る

の
は
中
図
分
省
圏
が
新
地
蘭
に
比
べ
て
飴
程
粗
雑
な
ご
と
を
示

す
も
の
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
は
こ
の
形
が
ど
う
し
て
も
民
国
初
年

の
聾
際
の
地
形
を
あ
ら
は
し
た
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
o
L
か
し
こ
の
地
方
の
水
道
の
轡
化
を
嘗
際
の
地
圏
に

つ
い
て
逐

一
た
ど
る
と
い
ふ
が
如
き
は
殆
ん
ど
不
可
能
の
こ
と

に
慮
す
る
｡
書
目
に
よ
れ
ば
緩
速
省
の
地
志
や
調
査
書
類
は
粕

昔
に
多
-
出
て
を
わ
､
殊
に
官
鹿
で
刊
行
さ
れ
･た
も
の
に
は
重

要
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
我
々
は
容
易
に
手
に
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
.
又
近
時
遵
産
に
靭
す
る
国
務
は
唐
々
出
で
'
汗
牛
充

棟
も
只
な
ら
ぬ
有
様
で
あ
る
が
'
何
れ
も
五
十
歩
百
歩

一
向
我

々
を
満
足
さ
せ
て
呉
れ
る
様
な
も
の
が
な
い
｡
古
い
な
が
ら
民

図
十
年
出
版
の
張
鼎
葬
の
綬
粟
の
如
き
は
最
も
要
領
の
よ
い
も

の
1

一
つ
で
あ
る
｡
そ
の
巻
六
に
黄
河
水
道
の
現
状
に
就
い
て

次
の
や
う
に
い
っ
て
ゐ
る
｡

●

北
流
す
る

l
浜
は
黄
河
政
道
で
あ
る
.
古
の
所
謂
る
北
河
で

五
角
菜
よ
り
北
行
す
る
が
､
今
で
は
滑
れ
て
逆
が
な
い
.
所
･

謂
る
溢
れ
て
膿
格
果
泊
と
な
る
も
の
も
ま
た
労
℃
て
抄
阜
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
北
し
て
董
太
魁
の
滴
に
至
る
と
諸
薬
が

こ
の
滑
河
を
籍
つ
て
尾
間
と
し
て
ゐ
る
の
で
始
め
て
水
流
が

あ
る
｡
適
っ
て
兼
行
し
公
義
櫨
の
東
に
至
り
喋
れ
て
二
枝
と

な
り
栴
鳳
形
を
な
し
東
流
し
て
棚
倉
す
る
｡
叉
束
し
て
鳥
蘭

揖
包
の
南
に
至
り
造
っ
て
東
南
行
す
る
｡
古
道
は
大
金
太
､

合
資
の
南
に
至
り
石
門
降
を
過
ぎ
'
水
は
烏
投
山
を
包
み
東

に
繰
っ
て
南
行
し
商
流
と
合
し
た
の
で
あ
る
｡
今
道
は
烏
蛙

山
西
に
至
心
溢
れ
て
鳥
梁
海
泊
と
な
り
'
再
び
商
流
と
通
じ

な

い
｡

こ
1
に
北
河
の
古
道
が
現
今
よ
り
も
す
っ
と
束
に
行
っ
て
鳥
蛙

前
山
を
包
ん
で
南
流
し
南
河
に
合
し
た
と
い
ふ
説
は
'
古
書
に

見
え
る
陰
山
､
傷
山
の
解
樺
か
ら
釆
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
疑
童

が
多
い
O
そ
れ
は
兎
も
角
常
時
己
に
騰
格
男
泊
は
河
水
の
蓮
ぶ

土
砂
や
西
北
方
沙
漠
か
ら
吹
き
送
ら
れ
る
砂
盤
の
麓
め
に
埠
浸

し
て
砂
地
と
化
し
'
黄
河
北
流
は
諸
々
の
親
菜
の
放
水
路
と
し

て
の
み
僅
か
に
命
脈
を
保
ち
つ
1
東
流
し
て
烏
染
(叉
は
捉
)莱

海
に
入
り
黄
河
本
流
と
直
接
連
絡
し
な
か
っ
た
.
そ
の
名
も
五

加
河
､
烏
家
河
と
呼
ば
れ
る
｡
か
-
北
道
の
上
浦
下
流
が
杜
紹

し
て
し
ま
っ
た
の
は
決
し
て
民
国
初
年
に
初
ま
る
の
で
は
な
く

うう
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古
-
莞

の
警

滴
る
と
さ
へ
い
は
れ
て
ゐ
る
o
又
嫁
菜

r

･

に
は
光
緒
三
十
年
の
頃
墾
務
大
臣
始
穀
が
元
悟
を
し
て
五
加
河

の
政
道
を
調
溌
せ
し
め
た
時
の
復
命
書
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
下
流

か
ら
逆
に
の
べ
て
ゐ
る
が
そ
の

一
節
に
'

義
太
魁
よ
り
西
行
数
男
'
河
身
分
れ
て
両
道
と
な
る
O

一
は

北
山
の
根
に
循
払
可
々
韓
に
至
る
が
､
抄
山
桜
歴
､
砂
と
し

て
蹄
跡
が
な
い
.

一
は
西
南
よ
り
杭
錦
の
西
巴
塔
に
入
る
も

の
で
､
土
人
は
呼
ん
で
岡
々
幸
作
河
と
な
し
'
魔
人
は
呼
ん

で
老
不
束
河
と
い
ふ
｡
老
不
更
と
は
膏
大
河
と
い
ふ
意
味
で

あ
る
｡

西
に
造
れ
ば
庚
に
沙
溝
と
い
ふ
｡
堰
長
約

一
百
二
十

飴
男
.
沙
山
横
亘
し
勢
長
峯
の
如
-
'
寛
長
等
し
か
ら
空
‥桝

下
懸
殊
し
て
ゐ
る
｡
再
び
約
月
亥
よ
り
大
河
口
に
至
る
ま
で

行
-
こ
と
七
十
飴
男
､

地
均
し
-
平
均
'
河
身
を

斯
じ
な

い
｡
僕
か
に
準
塔
爾
敢
堂
整
つ
所
の
菓
'
寛
さ
三
丈
飴
の
も

の
が
あ
る
だ
け
で
昔
年
の
河
道
の
影
響
が
な
い
｡
叉

(黄
河

の
本
流
を
)
西
行
し
て
阿
桂
善
境
の
停
豪
華
に
至
る
と
'
そ

の
附
蓮
を
俗
侍
で
は
五
加
河
の
歌
口
と
い
っ
て
ゐ
る
｡
土
屋

断
脅
し
て
北
行
す
る
こ
と
三
十
飴
男
沙
山
に
入
っ
て
揺
れ
て

し
ま
ふ
｡
僅
か
に
西
岸
が
あ
る
が
'
黄
河
衝
刷
の
遺
堤
に
過

ぎ
す
､
五
加
河
の
歌
口
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

と
あ
る
｡
暫
時
に
於
い
て
黄
河
北
道
の
跡
は
義
太
魁
よ
り
上
流

は
全
-
不
明
で
あ
っ
た
｡
義
太
魁
よ
り
西
南
す
る

一
道
と
い
ふ

の
は
商
貢
の
後
妻
宮
城
練
鳳
に
断
縛
せ
る
沙
地
と
細
長
い
水
溜

り
の
連
磨
と
な
っ
て
規
ほ
れ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
ら
し
い
｡
五
加

河
の
み
に
つ
い
て
い
ふ
も
弟
四
鳳
に
屠
す
る
地
鳳
は
全
-
性
質

を
異
に
し
た
二
三
の
地
鳳
か
ら
編
纂
さ
れ
た

一
の
想
像
圏
に
過

ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
思
ふ
｡

四

今
ま
で
地
愚
の
品
評
に
意
外
の
貢
数
を
費
し
た
が
､
地
園
の

上
に
も
か
く
の
如
き
著
し
い
変
化
を
脅
し
た
清
未
以
来
の
こ
の

地
方
閉
経
の
事
情
に
就
い
て
少
し
く
述
べ
る
研
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
河
套
地
方
に
凍
族
の
膿
民
が
入
り
込
ん
で
来
て
農
耕

に
従
事
し
始
め
た
の
は
己
に
康
駈
州時
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
.

彼
等
は
或
は
山
西
省
か
ら
北
に
出
で
黄
河
を
滞
り
'
或
は
陳
西

省
か
ら
長
城
を
越
え
て
蒙
地
に
入
り
､
或
は
寧
夏
方
面
か
ら
黄

河
を
下
っ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
に
し
て
も
蓑
古
歌

地
の
開
墾
禁
堕
は
殆
ん
ど
清

丁
代
を
通
じ
て
の

山
質
し
た
政
策

で
あ
っ
た
か
ら
農
民
の
進
出
は
容
易
で
は
な
か
つ
た
｡
初
め
彼

等
は
河
岸
の
沖
積
地
を
利
用
し
て
堤
防
を
築
き
河
流
の
氾
濫
を
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防
ぎ
つ
･J

一
時
的
の
排
榎
に
稚
事
す
る
の
み
で
'
秋
収
穫
を
得

れ
ば
又
故
郷
に
掃
っ
て
行
-
と
い
ふ
状
態
で
あ
っ
た
｡
し
か
し

彼
等
の
定
住
が
次
第
に
行
は
れ
る
と
共
に
遣
光

･
成
豊
の
頃
か

ら
そ
の
地
の
蒙
古
官
吏
と
結
託
し

一
定
の
租
を
納
め
て
土
地
を

借
り
佃
戸
を
募
っ
て
小
作
せ
し
め
'
或
は
土
地
を
農
民
に
柁
費

す
る
所
の
い
は
ゆ
る
地
商
な
る
も
の
が
硯
は
れ
る
に
至
っ
た
｡

後
妻
の
地
方
は
比
較
的
清
朝
の
支
配
力
も
稀
薄
で
豪
族
の
魔
力

も
他

の
地
方
程
に
強
-
な
か
っ
た
こ
と
は
彼
等
地
商
の
野
展
を

容
易
な
ら
し
め
た
で
あ
ら
う
｡
降
雨
の
少
な
い
こ
の
地
方
で
は

耕
作
は
河
水
に
侠
つ
よ
り
外
な
か
つ
.た
の
で
'
彼
等
は
天
然
河

を
導
理
し
進
ん
で
渠
道
を
撃
ち
頻
り
に
荒
養
地
を
開
拓
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
｡
後
賓
の
最
も
西
部
な
る
烏
杜
河
沿
岸
の
開
墾

は
己
に
乾
隆
未
年
に
測
る
と
い
は
れ
る
.
即
ち
楊
囲
珠
な
る
者

に
ょ
つ
て
局
桂
河
の
支
流
が
改
修
せ
ら
れ
こ
の
附
近
に
決
族
農

民
の
定
住
が
行
は
れ
た
の
が
後
妻
に
於
け
る
農
耕
の
初
ま
り
で

あ
っ
た
｡
こ
れ
が
今
日
の
楊
豪
河
子
菜
の
前
身
で
あ
る
｡
西
部

最
大
の
襲
た
る
旗
余
業
即
ち
今
日
の
永
商
業
は
遺
光
五
年
に
開

か
れ
.た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
渠
道
を
中
心
と
す
る
耕
地
は
最

も
戯
-
巳
に
成
豊
年
間
に
於
い
て
連
投
侍
旅
の
牧
む
る
純
銀
は

十
寓
に
上
っ
た
の
で
あ
る
｡
成
豊
中
に
は
現
今

の
長
番
菜
'
塔

布
河
菜
な
ど
が
或
は
開
弊
さ
れ
或
は
天
然
河
を
利
用
し
て
作
ら

れ
て
ゐ
る
o
そ
の
他
硯
茶
私
有
に
屠
す
る
菜
の
中
で
は
蕃
展
火

薬
は
早
-
も
康
願
四
十
二
年
に
開
か
れ
た
と
い
は
れ
､
合
少
公

中
葉
は
威
豊
元
年
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
.
同
治
年
間
と
な
る

と
'
今
日
の
通
解
巣
､
黄
土
蛙
亥
菓
'
豊
終
業
等
重
要
な
菓
道

は
殆
ん
ど

こ
の
時
代
に
手
が
着
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
｡

永
済

菜
､
十
大
股
渠
'
恰
蛙
烏
兼
業
等
の
私
案
も
撃
た
れ
た
｡
こ
れ

ら
の
菜
は
も
と
よ
り
資
力
あ
る
地
商
の
手
に
よ
っ
て
構
築
管
理

せ
ら
れ
た
｡
地
商
の
中
で
も
同
治
の
初
よ
り
民
国
に
か
け
て
活

躍
し
た
王
同
春
は
永
久
に
忘
れ
ら
れ
ぬ
人
で
あ
る
｡
王
同
春
は

河
北
耶
台
願
の
人
で
あ
る
が
同
治
初
年
後
妻
に
来
り
郭
大
義
と

い
ふ
地
商

の
豪
に
寄
寓
し
た
｡
郭
氏
と
は
昔
時
の
天
然
河
た
る

短
幹
子
河
を
利
用
し
て
先
に
述
べ
た
通
解
菜
を
開
い
た
人
で
'

こ
れ
は
最
初
そ
の
名
に
よ
っ
て
老
部
巣
と
も
呼
ば
れ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
O
王
同
春
は
こ
の
開
磐
に
於
い
て
既
に
重
要
な
役
割
を

力

め

て

ゐ

る
が
､
彼
は
水
利
に
封
す
る
天
才
的
な
能
力
の
所

有
者
で
'

蒙
地

を
租
借

して整
地
を

埼加
す
る

一方､
隆
興

長
に
本
嫁
を
定

め
て
'
弼
力光
緒
七
年
に

は
永

和

菜
を開
き
'

次
い
で
今
の
義
和
業
を
開
き
前
後
十
年
の
心
血
を
注
い
で
全
長

一
百
七
里
を
完
成
し
.た
o
こ
れ
は
初
め
王
同
番
菜
と
も
呼
ば
れ
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346

た

が
､
こ
の
大
規
模
な
菜
道
の
成
功
と
共
に
隆
興
長
は
後
妻
の

中
心
地
と
な
っ
た
.
こ
の
頃
又
沙
河
業
を
開
い
て
ゐ
る
O
彼
は

内
地
か
ら
流
亡
し
て
乗
る
貧
農
を
収
容
し
土
地
を
貸
し
て
耕
作

せ
し
め
汚
々
た
る
荒
野
は
数
年
に
し
て
居
然
た
る
村
落
を
な
す

と
い
ふ
有
様
で
清
未
北
支
部
内
地
の
疲
弊
に
比
べ
て
彼
の
下
に

集
っ
て
活
を
得
た
も
の
は
数
寓
に
上
っ
た
と
い
は
れ
る
｡
蜜
際

光
緒
二
十
八
年
ま
で
は
彼
の
勢
力
は
着

々
の
び
る
許
り
で
後
妻

の
王
者
の
地
位
に
坐
っ
て
ゐ
た
｡
今
ま
で
に
上
げ
た
諸
概
菜
も

そ
の
開
墾
に
際
し
､
或
は
猷
塞
し
た
様
な
場
合
'
改
修
'
薬
理

に
彼
の
力
を
借
り
な
い
も
の
は
な
い
程
で
あ
っ
た
｡
最
近
に
な

っ
て
漸
-
後
妻
開
醇
の
恩
人
た
る
彼
の
事
稔
は
人
々
の
注
目
す

る
所
と
な
っ
て
来
た
｡
民
図
二
十
三
年
包
頭
に
壌
行
し
て
そ
の

事
鏡
を
耳
に
し
た
麟
蔵
剛
氏
は
そ
の
十
二
月
十
八
日
の
大
公
報

史
地
週
刊
に

｢
王
同
春
間
藤
河
実
記
｣
を
害
き
､
更
に
豊
年
二

月
の
望

三

等

に
警

攻
め
て
要

し
,UJ
｡
同
年
十
二
月

の
同
誌
(
請

)
に
毒

外
二
氏
に
よ
っ
て
そ
の
秩
事
が
の
べ
ら

れ
･
翌
年
十

一
月
の
同
誌
(
蒜

)
に
宗

華
氏
が

｢
王
同
春
生

半
事
績
訪
問
記
｣
を
草
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
最
後
の
も
の
を
以
て
最

も
完
全
な
も
の
と
し
て
よ
か
ら
う
｡
光
緒
時
代
に
於
け
る
後
妻

の
開
垂
は
資
に
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
｡
王
同
春
が
前
後
四

十
年
の
問
に
経
脅
し
た
墾
田
だ
け
で
も
三
賞
頃
に
上
る
と
い
は

れ
て
ゐ
る
｡
多
数
の
渠
道
は
黄
河
よ
り
水
を
引
い
て
多
-
西
南

よ
り
東
北
に
同
･5
黄
河
の
駕
北
遣
た
る
瓦
加
河
を
放
水
路
と
す

る
o
こ
れ
等
幹
藁
か
ら
は
無
数
の
枝
美
が
そ
れ
か
ら
更
に
子
菜

が
派
出
し
て
縦
横
細
の
如
-
連
絡
せ
ら
れ
'
周
囲
の
荒
蕪
地
は

肥
沃
な
耕
地
と
し
て
開
け
て
行
っ
た
｡
か
-
し
て
洗
人
の
瀞
し

い
定
住
が
行
は
れ
る
と
共
に
'
牧
地
を
失
っ
た
蒙
古
族
の
北
方

移
従
が
年
と
共
に
著
し
-
な
っ
て
行
っ
た
の
は
常
然
で
あ
る
｡

従
来
の
牧
藩
に
よ
る
収
入
で
は
生
活
を
維
持
出
来
な
-
な
っ
た

蒙
古
王
公
達
が
､
牧
地
を
地
商
の
私
撃
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
る
利
益
に
依
頼
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
'
も
と
よ
り
資
本

主
義
の
前
に
於
け
る
遊
牧
民
の
敗
退
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か

っ
た
｡

そ
れ
は
兎
も
角
光
緒
末
年
に
於
け
る
こ
の
地
方
の
閉
経
は
ま

こ
と
に
前
代
未
見
の
進
歩
を
逐
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
O
光
緒
二

十
六
年
義
和
陶
事
壁
の
際
京
師
に
赴
-
途
中
と
の
地
を
通
過
し

土
地
の
肥
沃
な
の
を
看
取
し
た
早
春
蛙
は
翌
年
山
西
巡
歴
に
就

任
す
る
や
表
地
の
開
墾
を
奏
講
し
た
｡
そ
の
結
果
二
十
八
年

山

月
兵
部
左
侍
郎
胎
嚢
が
欽
命
督
研
豪
族
墾
務
大
臣
に
任
命
せ
ら

れ
た
｡
そ
の
事
菜
は
要
す
る
に
従
来
の
い
は
ゞ
非
合
法
的
に
行
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は
れ
来
っ
た
私
型
を
官
桝
開
墾
に
攻
め
る
に
あ
っ
た
｡
こ
れ
は

蒙
古
族
の
土
地
に
封
す
る
支
配
樺
を
危
-
す
る
も
の
と
し
て
彼

等
の
猛
烈
な
反
封
を
呼
び
蓮
に
は
頻
乱
を
さ
へ
起
す
に
至
つ
た

が
始
穀
の
努
力
は
酉
盟
の
伊
克
昭
盟
の
説
得
に
成
功
七

光
づ

連
接
特
族
を
次
い
で
烏
審
決
､
札
陳
見
放
を
蓬
に
杭
錦
族
が
開

墾
に
同
意
し
た
｡
さ
う
し
て
こ
の
地
方
は
西
盟
墾
務
局
な
ら
び

に
酉
路
公
司
の
管
轄
の
下
に
次
第
に
私
墾
地
が
官
所
に
統
制
さ

れ
る
様
に
な
り
'
渠
道
も
そ
の
事
に
依
っ
て
改
修
'
槍
築
さ
れ

て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
多
数
の
地
商
も
犠
牲
的
に
そ
の
聖
地
を

墾
務
局
に
移
管
せ
し
め
ら
れ
た
｡
王
同
番
の
如
き
E
三
寓
五
千

除
頃
､
大
渠
五
道
'
支
渠
二
百
七
十
鎗
道
を
官
に
奉
納
せ
し
め

ら
れ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
｡

飴
穀
の
在
任
中
は
胡
首
の
成
縛
を
上
げ
た
の
で
あ
る
が
光
緒

三
十
四
年
彼
の
失
脚
後
は
新
蓉
展
を
見
な
い
｡
民
国
に
入
っ
て

か
ら
は
管
理
官
鹿
は
歴

々
攻
撃
が
あ
り
､
政
情
の
不
安
定
は
何

等

一
定
の
工
作
が
加

へ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
近
年
に
な
っ
て
西
北

閑
静
の
聾
が
叫
ば
れ
各
種
の
施
設
も
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ

る
が
､
長
年
の
問
開
港
も
加

へ
ら
れ
す
泥
土
の
扮
基
に
委
ね
ら

れ
て
ゐ
た
渠
道
の
改
修
は
容
易
の
葉
で
は
な
い
.
元
来
後
妻
の

地
形
は
北
方
が
高
-
南
方
が
低
い
に
も
拘
ら
す
'
南
よ
り
黄
河

を
引
い
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
放
水

路
た
る
五
加
河
は
下
流
殆
ん
ど
釈
塞
L
t
そ
れ
が
流
れ
込
む
烏

梁
東
海
は

一
帯
の
窪
地
と
化
し
夏
季
出
水
の
際
は

1
両
の
洪
水

を
来
す
｡
定
年
前
に
向
つ
て
過
水
菜
を
作
っ
て
黄
河
に
放
出
す

る
工
事
が
行
は
れ
た
が

不
完
全
で
あ
る
｡

日
文
事
撃
以
後

は

益
々
こ
れ
等
菜
道
の
修
理
は
放
置
せ
ら
れ
磨
額
の
ま
1
に
見
捨

て
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
'
水
利
工
作
は
豪
産
政
和
に

と
っ
て
も
重
要
な
る

一
事
業
た
る
を
矢
は
な
い
で
あ
ら
う
O■

本
文
中
に
挙
げ
得
な
か
っ
た
主
な
参
考
書
は
光
の
如
き
も
の
で
あ
る

王

藷

後
妻
渠
貴
之
開
清
約
革
(南
東
七
番
八
九
合
期
)

安
斎
康
治

清
末
に
於
け
る
緩
速
の
開
墾

(満
鉄
調
査
月
報
十
八
巻

十
二
統
'
十
九
巻
一
･
二
締
)

西
北
研
究
餅

後
妻
(
五
原
及
臨
河
)
事
情

(
溝
喝
調
査
月
報

l
九
番

五
既
)

張
合
英

茸
河
志
第
三
飼

慶
兆
駿

綴
遠
志
略
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