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界

　

展

　

望

漕
運

に
闘
す
る
諸
研
究

　

漕
運
と
い
ふ
の
は
、
國
家
の
統
制
の
下
に
、
公
の
財
物
、
主

と
し
て
租
税
収
入
た
る
米
粟
鏡
絹
を
運
河
及
び
自
然
河
川
に
よ

っ
て
輸
途
す
る
こ
と
で
、
就
中
問
題
と
な
る
は
米
粟
の
輸
送
で

あ
る
。
時
に
は
國
都
よ
り
地
方
へ
の
輪
送
を
指
す
こ
と
も
な
い

で
は
な
い
が
、
本
末
は
地
方
よ
り
京
師
へ
の
運
輪
で
あ
り
、
重

要
な
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
る
の
は
、
先
づ
こ
れ
で
あ
る
。
又

漕
蓬
の
語
は
、
多
く
の
場
合
海
路
に
よ
る
運
輸
印
ち
海
運
と
相

對
的
に
川
ゐ
ら
れ
、
主
と
し
て
河
水
に
よ
る
運
途
即
ち
河
運
を

意
味
す
る
が
、
稀
れ
な
例
と
し
て
河
蓮
、
海
運
の
両
方
を
包
含

す
る
こ
と
が
あ
る
。
本
篇
に
於
て
は
、
漕
運
を
河
沁
両
方
面
に

よ
る
運
喩
と
旅
装
に
解
し
、
之
に
開
し
て
腿
表
せ
ら
れ
た
諸
論

作
中
、
そ
の
主
な
る
も
の
に
就
て
内
容
を
整
理
し
、
従
来
如
何

な
る
方
面
の
問
題
が
如
何
に
閲
明
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
述
べ
、
併

外

　
　

山

　
　

軍

　
　

治

せ
て
将
来
の
研
究
領
野
に
開
し
て
も
少
し
く
言
及
し
て
み
た
い

と
思
ふ
。

　

物
資
の
蓮
搬
に
は
河
運
、
海
運
の
ほ
か
に
、
陸
上
を
駄
又
は

輦
を
以
て
運
ぶ
陸
運
が
あ
り
、
漕
輦
な
ど
と
熟
す
が
、
こ
れ
は

費
用
が
嵩
む
と
い
ふ
鮎
で
は
河
運
、
海
運
と
は
比
較
に
な
ら

ぬ
。
そ
こ
で
古
来
よ
。
り
専
ら
水
上
の
運
輪
が
利
用
さ
れ
て
み

る
。
掲
貢
に
は
九
州
の
各
州
の
下
に
貢
賦
を
列
車
し
て
河
に
達

す
る
水
路
を
述
べ
て
ゐ
る
。
之
を
各
州
よ
り
京
師
に
貢
賦
を
運

ぶ
水
路
を
示
す
も
の
と
解
し
て
漕
運
の
嘆
矢
を
こ
Ｘ
に
求
め
ん

と
す
る
考
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
姑
く
措
き
、
河
水
に
よ
っ
て
米

粟
を
運
喩
し
た
事
賓
は
古
く
春
秋
の
世
に
見
え
、
左
傅
傅
公
１
　

三
年
に
「
晋
し
き
り
に
飢
ゆ
。
雑
を
秦
に
乞
ふ
。
秦
粟
を
晋
に
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輸
り
こ

　
　

「
臭
刊
に
城
き
、
溝
江
淮
に
通
す
」
と
見
え
、
こ
の
水
路
に
よ

　
　

る
運
米
の
事
賓
を
示
し
て
ゐ
る
。
又
秦
始
皇
が
匈
奴
を
攻
伐
す

　
　

る
に
営
り
、
茸
睡
、
郵
邪
負
海
の
郡
よ
り
粟
を
北
河
に
帷
輸
し

　
　

た
と
い
ふ
こ
と
が
史
記
主
父
僣
の
傅
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
’
今
の

　
　

山
東
方
面
よ
り
河
北
方
面
へ
海
路
線
輸
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら

　
　

れ
、
海
運
の
初
見
と
さ
れ
る
。
然
し
地
方
よ
り
京
師
へ
の
運
毅

　
　

が
重
要
硯
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
漢
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

一
膿
、
漕
運
が
問
題
と
た
る
の
は
、
消
費
者
階
級
の
集
注
す
る

　
　

國
部
の
需
要
が
そ
の
近
隣
地
方
の
産
穀
で
は
間
に
合
は
す
、
且

　
　

國
都
と
産
穀
地
と
の
距
離
が
遠
い
場
合
に
於
て
ど

　
　

る
現
象
は
天
下
を
一
統
し
て
全
國
に
君
臨
し
た
王
朝
に
於
て
著

　
　

し
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
叉
言
を
侯
た
ぬ
。

　
　

而
し
て
産
穀
地
と
し
て
は
、
古
く
は
北
支
那
の
隣
西
や
山
東
、

　
　

河
南
逡
り
が
第
一
に
算
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
開
中
の
長
安

　
　

に
部
し
た
前
房
が
、
圖
東
（
河
南
・
山
東
‘
の
粟
散
十
萬
石
を
漕

　
　

韓
し
て
中
郡
の
官
に
給
し
、
そ
の
後
運
糧
喰
大
し
て
武
帝
の
元

　
　

封
元
年
に
は
六
百
萬
石
と
い
ぴ
、
宣
帝
の
五
掴
年
間
の
上
奏
に

む

　

は
、
開
東
よ
り
の
運
米
四
百
萬
餅
と
栴
せ
ら
れ
、
早
く
も
漕
運

　
　

事
業
が
鎬
政
者
の
間
に
論
議
せ
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

で
も
な
ほ
さ
ほ
ど
の
重
『
要
性
を
も
っ
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、

米
産
地
と
’
の
距
離
が
遠
く
な
い
と
い
ふ
理
由
に
よ
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
晋
室
南
渡
以
後
南
方
の
開
狸
が
さ
か
ん
と
な
り

南
支
那
が
天
下
第
一
等
の
米
産
地
と
し
て
著
名
と
な
る
に
反
し

北
方
諸
地
方
は
地
味
が
漸
く
痔
せ
て
開
中
は
最
早
豊
沃
の
地
で

は
た
く
な
っ
た
。
故
に
五
胡
十
六
國
以
後
始
め
て
天
下
を
統
一

し
て
前
漢
と
同
じ
く
長
安
を
都
と
し
た
隋
、
之
に
代
っ
た
唐
よ

り
後
は
漕
運
は
し
か
く
簡
輩
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
漕
運
に

開
す
る
諸
研
究
が
、
時
代
的
に
は
殆
ど
隋
唐
以
後
の
諸
時
代
に

限
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
一
に
如
上
の
理
由
に
基
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
漕
迷
開
係
の
諸
研
究
に
就
て
の
説
述
に
入
る
と
、
先
づ

各
時
代
の
漕
運
航
況
を
概
述
し
た
も
の
と
し
て
桑
原
隠
蔽
博
士

『
歴
史
上
よ
り
観
た
る
南
北
支
那
』
（
斡
灘
東
洋
史
論
叢
、
大
正

十
四
年
四
月
）
を
畢
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
拉
政
治
、
文

物
、
物
力
其
他
諸
種
の
観
動
か
ら
南
北
支
那
の
特
徴
を
把
握
し

た
名
論
文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
物
力
に
開
す
る
一
項
に
於
て
は

支
那
南
北
に
於
け
る
物
資
の
航
態
を
歴
史
的
に
説
明
し
て
、
晋

室
南
遷
以
後
に
於
け
る
南
方
開
疲
の
事
賓
を
阜
げ
、
北
支
に
都

し
た
唐
以
後
の
諸
朝
が
何
れ
も
南
支
の
物
賀
忙
倚
頼
し
な
け
れ
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ﾉﾒ丿

ば
た
ら
た
く
な
っ
た
１
　
９
　
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
。
殊
に
備
考

（
6
3
）
－
（
6
7
）
そ
の
他
に
於
て
は
、
歴
代
の
運
糧
を
中
心
に
簡
潔

に
記
述
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
博
引
旁
捜
、
漕
蓮
問
題
に
開
す
る

基
本
的
事
項
は
こ
の
数
頁
に
述
べ
盗
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。

　

次
に
諸
論
作
を
時
代
別
に
み
る
と
、
漕
運
問
題
が
重
要
硯
せ

ら
れ
る
に
至
っ
た
隋
代
に
開
し
て
は
未
だ
専
絵
た
く
、
た
竺
二

島
一
氏
が
世
界
歴
史
大
系
５
東
洋
中
世
史
第
二
篇
（
昭
和
九
年
五

月
）
の
隋
代
の
條
に
於
て
言
及
し
て
ゐ
る
の
が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
之
に
よ
る
と
、
隋
は
す
で
に
開
皇
三
年
長
安
の
１
　
庫
が
不

足
を
告
げ
た
の
で
、
西
は
蔀
ご
皿
皿
映
四
皿
よ
り
東
は
衛
皿
心
一
汁

匹
皿
に
至
る
水
次
十
三
州
に
於
て
丁
を
募
っ
て
米
を
蓬
ば
し
め

た
。
そ
の
方
法
は
、
術
州
に
黎
陽
倉
、
隣
州
に
は
常
平
１
　
、
華

州
作
皿
省
に
は
廣
通
倉
を
置
き
ヽ
順
次
何
逍
し
て
開
車
及
び
扮

晋
（
山
西
）
の
粟
を
運
ん
で
長
安
に
給
し
た
。
し
か
し
漸
次
北
方

の
産
米
だ
け
で
は
充
分
で
た
く
な
る
。
陳
を
併
せ
て
名
賓
共
に

全
土
を
一
統
す
る
と
江
南
の
米
に
目
を
つ
け
る
。
之
を
蓮
搬
せ

ん
が
篤
め
に
計
妥
し
た
の
が
支
那
南
北
を
連
ね
る
水
路
の
開
盤

で
、
場
帝
大
業
元
年
に
は
通
臍
渠
（
唐
宋
の
注
河
）
を
開
い
て
汁

泗
雨
河
を
建
絡
し
て
淮
水
に
至
り
、
更
に
邪
溝
を
開
い
て
南
、

揚
子
江
に
建
し
た
（
山
陽
漬
）
。
同
四
年
に
は
黄
河
以
北
漱
郡

疆
器
品
阻
に
言
念
琴
辱
ニ
八
年
に
旦
唐

河
を
開
き
揚
子
江
よ
り
杭
州
に
到
っ
た
。
か
く
て
支
那
南
北
を

通
す
る
水
路
は
完
成
し
、
南
方
の
物
資
は
北
支
に
般
載
さ
れ
る

に
至
っ
た
こ
と
が
簡
草
乍
ら
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
運
河
開
慰
と
い

ふ
勁
で
、
漕
運
史
上
に
於
け
る
隋
の
位
置
は
大
き
い
と
謂
は
ね

ば
な
ら
な
に
い
。

　

唐
は
隋
の
遺
制
を
う
け
て
長
安
に
都
し
た
篤
め
に
隋
の
１
　
め

た
苦
悩
を
繰
返
し
た
。
殊
に
天
下
統
一
の
事
業
が
完
了
し
て
國

都
に
集
注
す
る
消
費
階
級
が
激
嶮
し
、
官
給
す
べ
き
福
米
や
兵

費
が
驚
く
べ
き
膨
脹
を
来
た
し
た
の
で
、
盆
々
南
方
の
漕
米
に

依
抹
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
く
た
っ
た
が
、
運
輸
距
離
の
隔
遠
と

い
ふ
鮎
で
は
非
常
に
難
能
し
た
。
従
っ
て
政
治
家
は
常
に
漕
運

方
法
に
考
慮
を
挑
っ
だ
の
で
そ
の
考
案
の
結
果
に
見
る
べ
き
も

の
多
く
、
後
世
漕
運
の
模
範
と
仰
が
れ
る
も
の
も
出
た
。
こ
い

時
代
に
開
す
る
研
究
と
し
て
先
づ
第
一
に
畢
ぐ
べ
き
は
、
青
山

定
雄
氏
『
唐
宋
汁
河
考
』
（
東
方
學
報
東
京
二
、
昭
和
六
年
十
一
月
）

で
あ
る
。
唐
代
及
び
北
宋
時
代
、
江
淮
地
方
の
産
穀
を
國
都
に

運
ぶ
際
に
通
過
し
た
山
陽
涜
、
淮
河
、
汁
河
（
通
済
渠
）
の
一
連

の
水
路
の
内
、
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
流
域
地
鮎
の
明
ら

か
で
な
い
汁
河
の
位
置
を
、
諸
種
文
献
を
渉
猫
し
て
確
定
し
、
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併
せ
。
て
汁
河
水
流
の
特
徴
、
運
河
設
備
等
に
も
論
及
し
た
精
緻

　
　

を
極
め
た
論
文
で
、
か
く
て
唐
、
宋
漕
運
に
於
け
る
地
理
的
情

　
　

況
は
明
示
さ
れ
た
。
更
に
同
氏
に
は
『
唐
宋
時
代
の
輯
蓮
使
及

　
　

び
襲
運
使
に
就
い
て
』
（
史
學
雑
誌
四
四
ノ
λ
、
昭
和
八
年
九
月
）
な

　
　

る
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
漕
運
事
業
を
管
掌
す
る
輯
運
使
、
登

　
　

蓮
使
に
闘
す
る
解
明
を
中
心
と
し
て
、
唐
よ
り
北
宋
に
至
る
ま

　
　

で
の
漕
運
方
法
を
概
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
玄
宗
時
代
、
府

　
　

兵
制
度
崩
壊
し
て
兵
士
は
傭
兵
化
し
、
兵
食
、
衣
糧
を
官
給
す

　
　

べ
き
必
要
か
ら
中
央
に
於
け
る
物
賢
の
需
要
は
急
劇
に
噌
大
し

　
　

豊
饒
な
る
南
方
に
依
頼
す
る
と
と
益
々
大
と
な
り
、
玄
宗
先
天

　
　

二
年
水
陸
運
使
が
設
置
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
僅
か
に
東
都
洛
陽

　
　

と
長
安
間
の
運
輸
を
統
括
し
た
が
、
開
元
二
十
一
年
、
玄
宗
は

　
　

従
来
の
漕
法
の
改
革
を
企
て
た
裴
耀
卿
を
椅
運
使
に
任
じ
、
刺

　
　

史
の
上
に
在
っ
て
漕
運
を
總
轄
し
統
制
せ
し
め
た
と
輯
運
使
の

　
　

起
源
を
況
き
、
次
で
安
峰
山
の
眼
の
認
め
に
一
時
斎
暇
し
た
漕

　
　

運
系
統
を
復
活
す
べ
く
劉
晏
を
輯
蓮
使
に
任
じ
た
が
、
彼
は
巡

　
　

院
を
置
い
て
漕
法
を
改
革
し
て
漕
運
の
賓
を
阜
げ
た
こ
と
を
述

　
　

べ
、
唐
末
藩
儒
践
斌
の
勢
著
し
く
貢
賦
が
中
央
へ
入
り
難
く
な

ど

　

っ
た
時
、
中
央
の
命
に
服
し
て
貢
奉
を
訣
か
さ
な
か
っ
た
節
度

　
　

使
に
襲
運
使
な
る
官
職
を
輿
へ
た
。
こ
れ
が
北
宋
時
代
に
。
も
設

置
せ
ち
れ
た
置
運
使
の
起
り
で
あ
る
と
脆
い
て
ゐ
る
。
漕
１
　
管

理
の
官
職
は
か
く
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
唐
代
漕
蓮
の
基
礎

的
事
賓
を
閲
明
し
た
と
い
ふ
鮎
で
青
山
氏
の
雨
論
文
は
重
要
硯

さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

唐
代
に
於
て
南
方
漕
米
が
始
め
て
重
要
問
題
と
た
っ
た
玄
宗

朝
の
漕
蓮
に
開
し
て
は
、
壇
口
重
國
氏
『
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け

る
江
淮
上
供
米
と
地
税
と
の
開
係
』
（
史
學
雑
誌
四
五
ノ
ー
・
二
、

昭
和
九
年
了
二
月
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
玄
宗
の
開
元
天
賓

の
頃
、
江
淮
地
方
よ
り
中
央
に
逞
ら
れ
た
多
額
の
上
供
米
の
財

源
を
探
求
し
、
同
地
方
り
地
税
に
そ
の
多
く
を
仰
い
で
ゐ
た
事

変
を
考
誼
表
明
し
た
と
い
ふ
鮎
で
甚
だ
重
覗
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
論
述
の
過
程
に
於
て
、
開
元
二
十
一
年
頃
ま
で
の
漕

蓮
方
法
に
改
革
を
加
へ
た
裴
耀
卿
の
漕
法
を
詳
述
し
て
ゐ
る
。

之
に
よ
る
と
。
従
来
江
淮
地
方
の
民
は
、
江
南
河
或
は
揚
子
江

よ
り
、
山
陽
涜
、
淮
河
、
汁
河
を
経
て
黄
河
に
入
り
、
班
に
洛

水
を
湖
っ
て
東
都
洛
陽
の
含
嘉
倉
に
納
め
た
。
ｙ
で
ょ
り
は
睡

蓮
で
防
州
一
－
皿
の
太
原
１
　
゛
納
入
し
ヽ
こ
ｙ

浮
ん
で
華
州
華
陰
新
作

て
滑
水
を
派
り
長
安
に

節
一
匹
０
　
水
豊
倉
に
輪
納
し
、
別
船
を
以

澄
つ
て
ゐ
た
が
、
裴
耀
卿
出
づ
る
に
及

び
、
江
淮
漕
船
の
回
肺
動
を
汁
河
が
黄
河
よ
り
分
流
す
る
地
鮎
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に
常
る
河
陰
四
一
匹
皿
と
改
め
、
河
陰
に
河
陰
倉
、
古
来
黄
河
の

難
處
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
三
門
の
東
に
集
津
倉
、
西
に
三
門

倉
を
設
て
逓
途
し
、
十
八
唐
里
の
問
を
山
路
を
開
い
て
陸
運
し

て
難
瞼
を
突
破
し
た
こ
と
を
解
明
し
、
天
賓
年
間
裴
辿
の
蓮
法

に
闘
し
て
も
言
及
し
て
ゐ
る
。

　

以
上
雨
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
唐
の
漕
運
に
開
す
る
問
題
は
一

庶
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
余
も
亦
こ
の
問
題
に
興
味

を
懐
き
、
昭
和
八
年
卒
業
論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
も
賓
に
之

に
開
す
る
考
説
で
・
西
っ
だ
。
青
山
、
演
口
雨
氏
の
研
究
が
、
各

各
唐
の
漕
運
を
取
扱
０
　
乍
ら
も
専
ら
唐
一
代
の
そ
れ
を
論
じ
た

も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
、
唐
代
の
漕
運
概
述
と
い
っ
た
意
味
で

薯
作
の
辞
表
を
思
ひ
立
ち
、
些
か
改
訂
を
加
へ
て
出
し
だ
の
が

『
唐
代
の
漕
運
』
（
史
林
二
二
ノ
ニ
、
昭
和
十
二
年
四
月
）
で
あ
る
。

用
氏
の
考
究
の
結
果
に
負
ふ
所
も
蓋
し
妙
く
な
い
。
拙
稿
に
於

て
は
、
開
元
時
代
の
裴
耀
卿
、
代
宗
か
ら
徳
宗
時
代
の
劉
晏
、

こ
の
両
人
の
漕
法
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
。
か
く
す
る
こ
と
が

唐
代
漕
運
一
般
を
知
る
最
上
の
方
法
で
あ
る
と
考
へ
た
か
ら
で

あ
る
。
誼
口
氏
の
既
に
論
述
せ
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、
先
づ
裴

耀
卿
前
後
の
漕
法
を
詳
説
し
、
裴
耀
卿
以
前
に
は
江
淮
よ
り
洛

陽
含
嘉
倉
ま
で
は
民
蓮
で
、
江
淮
の
民
の
手
に
よ
っ
て
蓮
ば
れ

た
が
、
彼
等
は
黄
河
に
入
っ
て
か
ら
は
黄
河
の
水
流
に
習
熟
し

た
水
夫
を
雁
は
た
け
れ
ば
た
ら
す
、
そ
の
費
用
ま
で
も
負
婚
し

た
。
洛
陽
、
防
州
間
の
陸
運
は
天
下
の
輪
丁
四
百
萬
人
よ
り
百

文
宛
を
徴
収
し
て
そ
の
運
費
に
常
て
、
そ
の
他
営
営
等
の
名
義

で
五
十
文
を
徴
収
し
て
ゐ
た
。
裴
耀
卿
の
改
革
に
よ
り
、
洛
、

峡
間
の
陸
迩
を
慶
し
て
水
次
の
諸
１
　
を
遮
途
す
る
所
謂
杓
般
法

に
よ
り
、
こ
の
陸
運
の
運
費
を
節
し
て
三
年
間
に
三
十
節
萬
貫

に
至
っ
た
こ
と
を
考
定
し
た
。
こ
の
運
賃
に
は
宇
文
融
だ
ど
も

目
を
つ
け
て
ゐ
た
様
で
あ
る
が
賓
行
に
至
ら
す
、
こ
ｘ
に
始
め

て
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
久
江
淮
漕
船
の
回
診
鮎
を
河
陰
に
改

め
た
こ
と
に
就
て
は
、
こ
の
漕
船
を
利
用
し
て
腐
敗
し
易
い
義

倉
米
の
運
輸
を
た
し
、
且
そ
の
迷
賃
に
は
、
黄
河
に
於
て
屁
は

な
け
れ
ば
な
ら
た
か
っ
た
水
夫
の
傭
賃
を
徴
収
し
て
之
に
充
て

た
と
い
ふ
事
宣
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裴
耀
卿
の

漕
法
の
成
功
せ
し
所
以
を
説
明
し
た
。
裴
耀
卿
以
後
天
賓
年
問

に
於
て
は
章
堅
の
そ
れ
に
注
意
し
た
。
彼
は
江
淮
よ
り
の
輪
途

に
富
戸
を
し
て
漕
船
を
督
せ
し
め
、
途
中
生
じ
た
損
欠
の
責
任

を
負
は
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
宋
時
代
の
漕
運
に
見
え

る
差
役
に
よ
る
術
前
で
あ
る
。

　

ま
た
安
史
の
大
飢
後
楽
気
し
た
漕
蓮
系
統
を
整
備
し
て
漕
運
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の
大
家
と
し
て
仰
が
れ
た
劉
晏
の
漕
法
に
開
し
て
は
、
江
、
汁
、

河
、
滑
に
適
富
し
た
漕
船
を
官
費
を
以
て
造
畳
し
、
夫
々
の
水

路
に
於
て
漕
夫
を
訓
練
し
て
之
を
官
傭
と
な
し
、
船
十
艇
を
一

綱
、
（
綱
は
輪
逡
隊
の
意
）
毎
綱
三
百
人
、
篤
工
五
十
人
と
い
ふ

大
規
模
な
輸
送
除
を
組
織
し
、
揚
州
よ
り
河
陰
ま
で
は
武
吏
を

遺
し
て
部
送
せ
し
め
、
沿
路
に
巡
院
を
設
け
て
漕
運
の
調
節
に

資
し
、
完
全
な
る
輯
般
法
に
よ
っ
て
毎
歳
四
十
萬
石
を
開
中
に

入
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
及
び
こ
の
漕
法
の
財
政
的
基
礎
が
堕
の

官
般
官
責
に
よ
る
利
盆
の
運
用
に
在
っ
た
こ
と
、
こ
の
漕
埋
設

備
が
ま
た
痩
の
事
業
に
寄
輿
し
た
事
宦
を
説
き
、
更
に
其
後
節

度
使
の
践
晟
に
よ
り
次
第
に
漕
運
制
度
の
霞
れ
た
舷
況
を
記
し

て
筆
を
欄
い
て
ゐ
る
。
其
他
漕
運
に
よ
っ
て
生
す
る
江
淮
の
民

の
努
苦
等
に
開
し
て
も
、
不
充
分
乍
ら
賃
料
の
存
す
る
限
り
に

於
て
説
述
し
た
っ
も
り
で
あ
る
。
然
る
に
拙
稿
を
省
み
て
感
す

る
の
は
唐
末
の
藩
儒
と
漕
運
と
の
開
係
が
未
だ
充
分
に
論
じ
轟

さ
れ
て
ゐ
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
、
こ
の
鮎
甚
だ
権
ら
た
い
思
ひ

が
す
る
。
余
は
唐
の
漕
運
の
興
味
あ
り
且
重
要
な
一
面
は
こ
の

方
面
の
研
究
に
在
る
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
考
究
は
将
来
に
期
し
た
い
。

　

五
代
に
入
っ
て
は
宮
崎
市
定
先
生
の
卓
論
『
五
代
一
の
國
都
』

（
史
林
二
Ｉ
ノ
ー
「
讃
史
割
記
」
第
七
項
、
昭
和
十
一
年
一
月
「
が
あ

る
。
五
代
各
國
の
國
都
の
位
置
を
考
へ
る
と
、
唐
室
の
復
興
を

標
榜
し
た
後
唐
と
、
後
晋
の
初
の
み
が
洛
陽
に
都
し
た
の
を
除

き
、
他
は
何
れ
も
汁
河
と
黄
河
と
の
交
叉
黙
に
近
い
開
封
を
都

と
し
て
ゐ
る
。
唐
に
於
て
物
資
運
般
に
便
利
な
地
鮎
と
考
へ
ら

れ
た
洛
陽
で
さ
へ
も
不
便
と
さ
れ
た
の
で
、
況
や
開
中
の
長
安

な
ど
に
鄙
を
食
め
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
賓
を
指
摘
し

近
世
傭
兵
の
時
代
に
な
る
と
、
軍
陣
を
動
か
す
に
は
十
分
の
金

穴
を
握
っ
て
居
る
か
、
少
く
と
も
交
通
便
利
の
地
鮎
を
占
め
て

軍
糧
に
事
訣
か
ね
こ
と
が
絶
對
必
要
な
條
件
で
あ
っ
た
と
い
ひ

更
に
、
後
周
の
世
宗
は
営
時
宿
州
逡
で
止
っ
て
ゐ
た
運
河
の
浚

樫
を
命
じ
て
淮
水
に
通
じ
、
水
路
を
利
用
し
て
淮
水
以
南
に
抹

っ
て
ゐ
た
南
唐
を
討
っ
て
江
北
の
地
を
奪
ひ
、
・
更
に
江
、
淮
聞

の
運
河
を
溶
へ
、
別
に
五
丈
河
、
蔡
河
な
ど
の
水
路
を
改
築
し

て
東
は
山
東
地
方
、
南
は
河
南
南
部
の
漕
運
を
開
封
に
集
め
た

が
、
世
宗
の
事
業
を
櫓
い
だ
宋
の
太
組
の
天
下
統
一
は
、
賓
に

こ
の
開
封
を
中
心
と
す
る
運
河
網
の
利
用
に
よ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
と
道
破
し
た
。
此
の
論
文
に
論
す
る
所
は
た
ゞ
に
五
代
國

都
。
の
位
置
に
と
ざ
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す
る
に
函
谷
開
を
中
心
に
西
方
の
長
安
と
東
方
の
洛
陽
が
主
に

″
一

　

首
都
と
し
て
選
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
洛
陽
が
略
々
営
時
の
天
下
の

　
　
　

中
心
に
あ
た
り
、
長
安
は
少
し
く
西
に
偏
し
す
ぎ
て
ゐ
る
。
長

　
　
　

安
に
鄙
し
た
王
朝
は
何
か
特
殊
な
歴
史
的
因
縁
が
伏
在
す
る
。

　
　
　

西
涜
は
秦
の
規
模
に
よ
っ
た
の
で
あ
り
、
東
涜
に
た
る
と
洛
陽

　
　
　

を
都
と
し
、
曹
魏
、
西
晋
、
北
魏
は
皆
こ
-
ｙ
都
し
た
。
唐
は

　
　
　

北
周
、
隋
以
来
の
府
兵
の
勢
力
を
籍
り
て
一
統
の
事
業
を
遂
げ

　
　
　

た
の
で
長
安
を
首
都
と
し
た
が
、
長
安
は
軍
事
の
中
心
と
は
た

　
　
　

り
得
た
が
、
経
済
的
に
は
甚
だ
不
便
で
あ
っ
た
。
府
兵
制
度
が

　
　
　

崩
壊
し
て
傭
兵
制
度
と
た
る
と
一
１
　
こ
の
不
便
を
感
す
る
様
に

　
　
　

な
る
。
軍
事
の
中
心
は
次
第
に
経
臍
の
中
心
に
向
っ
て
引
き
っ

　
　
　

け
ら
れ
た
と
考
へ
て
ゐ
る
。
叉
同
氏
は
世
界
文
化
史
大
系
九
宋

　
　
　

元
時
代
（
昭
和
十
年
十
月
）
の
一
章
『
宋
元
の
絵
臍
的
舷
態
』
の

　
　
　

中
に
「
漕
蓮
と
國
都
」
た
る
項
目
を
設
け
て
同
様
の
事
賓
を
略

　
　
　

述
し
、
宋
以
後
の
國
郡
が
何
れ
も
運
河
の
線
を
離
れ
な
く
な
っ

　
　
　

た
の
を
近
世
史
の
一
特
徴
で
あ
る
と
断
じ
た
。
漕
運
と
歴
代
國

　
　
　

部
の
位
―
と
の
問
題
は
充
分
に
こ
の
二
短
篇
に
よ
っ
て
論
じ
盗

　
　
　

さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
勘
桑
原
博
士
『
歴
史
上
よ
り
覗
た
る
南
北

　
　
　

支
那
』
と
同
様
‥
基
本
的
な
特
徴
を
も
っ
甚
だ
暗
示
に
富
ん
だ

　
　
　

雄
篇
と
し
て
重
硯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

北
宋
時
代
に
於
て
、
青
山
氏
に
は
前
記
剛
論
文
の
外
に
漕
運

に
開
す
る
専
論
と
し
て
『
北
宋
の
漕
蓬
法
に
就
い
て
』
（
顛
習

東
洋
史
論
叢
、
昭
和
八
年
八
月
）
が
あ
る
。
先
づ
北
宋
の
漕
運
は
五

代
の
後
周
の
遺
制
を
利
用
し
、
汁
京
を
中
心
と
し
て
黄
河
、
廣

潜
河
（
後
周
の
五
丈
河
）
、
恵
民
河
（
蔡
河
）
、
汁
河
の
四
河
に
よ
っ

て
行
は
れ
、
黄
河
は
河
北
、
河
東
、
映
酉
の
三
路
、
廣
臍
河
は

京
東
（
今
山
東
省
及
河
南
省
開
封
以
東
）
、
恵
民
河
は
京
西
（
河
南
省

の
開
封
以
西
）
、
汁
河
は
淮
南
、
両
浙
、
江
南
、
荊
湖
（
今
江
蘇
安

徽
浙
江
江
西
湖
南
諸
省
）
及
び
今
の
四
川
、
廣
東
方
面
よ
り
の
輪

逍
に
富
て
ら
れ
た
が
、
此
の
内
汁
河
に
よ
る
漕
額
は
甚
だ
多
く

中
央
政
府
は
之
に
僕
っ
こ
と
多
大
で
あ
り
、
大
規
模
に
行
は
れ

た
こ
と
を
説
き
、
次
に
宋
會
要
、
績
資
治
通
鑑
長
編
、
宋
史
北
ハ

他
文
集
等
に
よ
っ
て
漕
米
額
を
畢
げ
、
次
に
本
論
の
主
題
た
る

漕
運
方
法
に
開
す
る
記
述
に
入
っ
て
ゐ
る
。
印
ち
建
國
以
来
徽

宗
崇
寧
に
亙
る
殆
ど
北
宋
一
代
は
帖
般
法
が
行
は
れ
、
一
方
仁

宗
よ
り
紳
宗
頃
に
端
を
吸
し
た
直
建
法
は
崇
寧
以
後
全
般
的
に

賓
施
せ
ら
れ
た
こ
と
を
い
び
、
椅
般
法
を
細
説
し
て
、
宋
初
は

詔
認
詰
詰
～
諭
頴
。
に
倉
堂
設
け
ｔ
望

し
た
が
、
太
宗
太
千
興
國
三
年
、
哭
越
錆
氏
の
降
伏
を
最
後
と

し
て
南
方
六
路
を
領
有
す
る
や
ヽ
新
た
忙
員
州

″
一
匹
俄
ヽ
揚
州
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艶
四
江
に
輔
般
倉
を
堵
設
七
て
運
輪
に
営
ら
し
め
ヽ
淮
南
西
路

　
　

は
泗
州
に
、
淮
南
東
路
は
楚
州
に
運
ん
で
京
師
汁
京
に
輯
澄
し

　
　

江
南
、
荊
湖
は
賀
州
に
、
雨
浙
は
揚
州
に
運
び
、
そ
れ
よ
り
泗

　
　

州
或
は
楚
州
に
澄
り
更
に
改
め
て
汁
州
に
輸
澄
し
た
。
二
弩
般
法

　
　

探
用
の
理
由
は
、
こ
れ
が
舟
行
期
間
の
短
い
汁
河
の
水
沫
に
坤

　
　

し
た
こ
と
、
上
供
米
に
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
和
躍
代
醍
を
な

　
　

し
得
る
こ
と
、
及
び
螢
の
官
般
官
費
に
便
利
で
あ
っ
た
か
ら
で

　
　

あ
る
と
い
ひ
、
運
漕
に
富
る
舟
人
と
漕
船
と
は
江
路
（
南
方
六
路

　
　

と
韓
般
倉
地
間
）
と
汁
綱
（
韓
般
倉
地
と
京
師
間
）
と
に
よ
っ
て
著
し

　
　

い
孤
別
が
存
し
、
江
路
は
術
前
（
懸
郷
の
富
戸
よ
り
差
慧
せ
る
も

　
　

の
）
が
熟
練
の
民
を
募
っ
て
船
頭
水
夫
と
し
兵
士
を
も
っ
て
挽

　
　

舟
若
く
は
警
護
の
卒
と
し
た
に
對
し
、
汁
綱
は
武
官
武
吏
が
役

　
　

兵
を
使
っ
て
運
輸
に
富
っ
た
と
説
い
て
ゐ
る
。
次
に
血
達
法
探

　
　

川
の
由
来
に
開
し
て
は
、
汁
綱
は
仁
宗
頃
役
卒
を
募
人
に
代
へ

　
　

る
こ
と
が
多
く
な
り
、
江
路
は
既
に
太
宗
の
頃
よ
り
漸
次
武
官

　
　

武
吏
が
廂
軍
を
使
役
し
て
富
る
様
に
た
り
、
祁
宗
の
煕
寧
以
後

　
　

役
法
が
差
役
よ
り
募
役
に
改
ま
る
や
全
く
武
官
武
吏
を
以
て
術

　
　

前
に
代
へ
た
。
と
こ
ろ
が
役
兵
は
一
定
の
俸
祗
を
受
け
て
ゐ
た

刃

　

が
募
人
は
唯
就
役
中
の
傭
賃
を
貰
ふ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
汁
河

　
　

″
秋
蚕
牛
歳
の
運
輸
停
止
期
間
は
募
人
に
と
っ
・
て
生
活
の
脅
威
と

た
る
？
そ
こ
で
そ
の
期
間
に
は
別
の
方
面
の
運
輸
に
従
は
し
め

る
必
要
が
あ
っ
た
。
叉
術
前
は
欠
折
の
賠
償
に
任
じ
た
が
武
官

武
吏
に
は
賞
罰
の
規
定
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
欠
折
が
多

く
た
っ
た
。
加
之
真
宗
末
よ
り
仁
宗
時
代
に
か
け
て
造
船
額
が

減
っ
て
ゐ
る
。
以
上
の
如
き
洋
綱
舟
人
の
生
活
脅
威
、
漕
吏
の

侵
盗
、
舟
船
の
不
足
に
基
く
江
路
漕
運
の
溢
滞
は
必
然
的
に
汁

河
不
通
期
間
に
汁
綱
を
江
路
に
出
す
方
法
を
探
用
し
、
往
路
に

は
盛
を
踪
路
に
米
粟
を
運
搬
せ
し
め
た
。
つ
い
で
更
に
漕
運
の

活
溌
を
期
す
る
篤
、
蔀
向
に
よ
っ
て
営
時
次
第
に
狸
達
せ
る
商

舟
の
一
服
傭
か
始
め
ら
れ
、
其
結
果
中
に
は
直
迷
法
に
よ
る
も
の

を
生
じ
た
。
商
舟
の
利
用
は
常
時
に
於
け
る
商
業
の
腿
達
、
商

人
の
活
躍
の
一
反
映
で
、
北
宋
末
に
は
官
迩
を
も
彫
倒
す
る
に

至
っ
だ
。
然
る
に
未
だ
全
く
直
迷
法
に
な
り
切
ら
な
か
っ
た
の

は
、
仁
宗
頃
よ
り
江
路
漕
運
の
溢
滞
の
對
策
の
一
法
と
し
て
腿

運
司
自
ら
駐
在
地
に
於
て
貴
賤
を
計
っ
て
紹
米
し
、
諸
路
漕
米

り
代
疲
に
充
常
す
。
る
一
方
、
同
額
の
競
貨
を
高
價
に
換
算
追
徴

す
る
と
い
ふ
方
法
を
賓
施
し
た
の
で
、
こ
れ
が
反
面
輔
般
法
の

重
要
性
を
加
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
仁
宗
よ
り
９
　
宗
時
代
は

上
述
の
如
攻
無
態
で
あ
っ
た
が
、
徽
宗
の
崇
寧
年
間
に
蔡
京
が

廟
堂
に
立
つ
に
及
ん
で
其
二
年
に
は
饌
本
鏡
を
中
央
に
回
収
す
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る
と
共
に
盛
の
官
般
官
費
を
改
め
て
通
商
法
を
探
用
し
、
商
人

び

　

を
し
て
輸
送
販
費
せ
し
め
た
。
こ
ｘ
に
於
て
疲
運
司
は
雑
水
代

　
　

狸
の
機
能
を
奪
は
れ
、
又
諸
路
漕
船
は
踪
路
積
載
す
べ
き
晩
貨

　
　

を
失
ひ
、
従
っ
て
何
般
法
探
用
の
意
義
が
た
く
な
っ
た
の
で
崇

　
　

察
三
年
逡
に
何
般
法
が
慶
や
ら
れ
て
直
達
法
が
竃
施
せ
ら
れ
る

　
　

に
至
っ
た
。
其
後
大
観
三
年
、
一
度
何
般
法
に
改
め
ら
れ
た
が

　
　

政
和
二
年
奮
に
復
し
、
つ
い
で
欽
宗
の
靖
康
元
年
用
法
の
併
用

　
　

と
な
り
、
南
宋
の
高
宗
紹
興
元
年
直
迷
法
を
以
て
行
在
臨
安
に

　
　

理
米
し
永
制
と
な
っ
た
と
詳
細
に
記
述
し
て
ゐ
る
。
之
を
要
す

　
　

る
に
本
論
文
は
北
米
に
於
て
賓
施
や
ら
れ
た
輯
般
、
血
達
雨
法

　
　

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
其
の
腹
置
の
飲
會
的
経
臍
的

　
　

縁
由
を
考
察
し
た
も
の
で
、
氏
の
前
記
二
論
文
と
経
緯
を
な
し

　
　

て
富
代
漕
理
の
大
胆
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
こ
の
鮎
氏
の
功

　
　

績
は
大
き
い
。
然
乍
ら
、
宋
代
漕
運
の
有
す
る
問
題
の
す
べ
て

　
　

は
こ
れ
ら
諸
論
著
に
よ
っ
て
論
じ
畳
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
と
思

　
　

ふ
。
そ
の
上
こ
れ
ら
諸
論
文
が
登
表
せ
ら
れ
て
よ
り
後
、
宋
會

　
　

要
の
刊
行
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
根
本
的
文
献
が
出
て
ゐ

　
　

る
。
こ
れ
ら
を
利
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
新
局
面
も
開
拓

　
　

せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
氏
も
ま
た
そ
の
事
を
企
圖
し
て
ゐ

　
　

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

南
宋
の
行
在
臨
安
は
米
産
地
に
近
接
し
て
ゐ
た
篤
め
に
漕
米

に
は
困
難
を
感
じ
た
か
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
こ
Ｘ
に
問
題
と

た
る
の
は
中
郡
匹
北
に
都
し
た
金
國
が
ヽ
北
支
の
産
米
だ
け
で

自
給
自
足
が
出
来
た
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
金
史

河
渠
志
に
よ
る
と
、
御
河
（
隋
の
永
済
河
）
、
天
津
附
近
で
海
に

注
い
だ
荷
黄
河
、
衡
水
、
潭
泥
水
な
ど
に
よ
っ
て
河
北
、
河
南
、

山
東
の
粟
を
運
ん
だ
と
あ
る
が
詳
細
は
判
ら
た
い
。
こ
れ
に
は

南
宋
よ
り
の
面
上
貿
易
に
よ
る
輸
入
の
事
賓
を
も
併
せ
考
へ
る

必
要
が
あ
る
。
叉
時
に
、
遼
東
よ
り
米
粟
を
運
ん
だ
と
い
ふ
記

事
が
見
え
る
が
、
遼
東
の
米
粟
と
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で

あ
っ
た
か
。
こ
の
勘
の
考
究
も
興
味
が
深
い
。
金
の
漕
蓮
に
関

し
て
は
い
づ
れ
卑
見
を
腿
表
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。

　

元
代
に
は
運
河
に
よ
る
逍
米
の
外
に
海
運
が
非
常
に
重
要
と

た
る
。
元
代
海
運
研
究
は
有
高
巌
博
士
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
、

早
く
『
元
代
の
海
運
と
大
元
海
運
記
』
（
東
洋
學
報
七
ノ
三
、
大
正

六
年
九
月
）
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
前
牛
元
一
代
の
漕

運
の
沿
革
を
記
述
し
、
後
牛
は
元
の
海
運
に
開
す
る
根
本
史
料

た
る
大
元
海
運
記
の
解
説
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
近
年

概
説
書
で
は
あ
る
が
、
世
界
歴
史
大
系
七
（
昭
和
十
年
五
月
）
元
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代
史
の
中
に
も
要
領
よ
く
ま
と
め
て
ゐ
る
。
金
代
に
運
河
が
激

　
　

塞
し
た
篤
め
江
南
運
河
、
淮
河
、
黄
河
に
よ
っ
て
中
藻
作

″
一
匹

　
　

に
至
り
、
車
駄
を
以
て
陸
蓮
し
て
洪
門
四
皿
に
至
っ
て
御
河
に

　
　

入
り
ヽ
血
清
四
天
に
赴
い
て
白
河
を
湖
っ
て
通
州
に
建
し
ヽ
こ

　
　

Ｘ
よ
り
舟
車
を
以
て
京
倉
に
入
れ
た
が
、
中
圈
、
洪
門
の
陸
運

　
　

が
困
難
で
あ
っ
池
・
そ
こ
で
至
元
十
三
年
済
州
皿
皿
匹
泗
河

‐

　
　

開
堅
し
ヽ
淮
よ
り
之
に
よ
っ
ｔ
大
清
河
に
出
ミ
利
濠
心
漱
匹

　
　

に
至
っ
て
海
に
入
り
、
海
路
直
清
に
運
ぶ
か
、
或
は
東
阿
よ
り

　
　

臨
清
心
皿
匹
に
至
る
間
を
陸
運
し
て
御
河
に
入
っ
て
逍
ら
ん
と

　
　

し
た
が
、
利
津
海
ロ
は
沙
が
塞
ぐ
の
で
都
合
が
悪
い
。
そ
こ
で

　
　

同
１
　
七
年
、
山
東
牛
島
を
南
北
に
横
断
す
る
膠
莱
運
河
を
開
い

　
　

て
河
海
粂
運
を
探
用
せ
ん
と
し
た
が
、
工
事
が
進
捗
し
な
か
っ

　
　

た
の
で
至
元
十
九
年
遂
に
意
を
決
し
て
海
運
を
試
行
し
、
劉
家

　
　

港
ふ
一
匹
匹
よ
り
北
上
、
山
東
角
を
迂
廻
し
て
直
清
に
至
り
、
通

　
　

州
を
経
て
大
部
幹
北
に
運
ん
だ
所
ヽ
成
績
が
よ
か
っ
た
・
一
方

　
　

済
州
渠
、
膠
莱
運
河
と
も
に
失
敗
し
た
の
で
、
愈
々
海
運
に
倚

　
　

頼
す
る
こ
と
ｘ
な
っ
た
。
海
運
探
用
は
伯
顔
の
上
言
に
基
く
も

　
　

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
賓
施
は
、
海
賊
や
宋
の
残
黛
懐
柔
の
意

･
ｓ

　
　

味
も
含
み
、
又
世
岨
の
海
外
醍
展
の
企
圖
と
も
相
表
裏
す
る
も

び

　
　

の
で
あ
る
。
、
一
方
、
至
元
二
十
六
年
に
は
、
十
三
年
以
来
苦
心

″
経
曇
の
會
通
河
が
完
成
し
、
現
今
の
大
運
河
々
道
が
出
来
上
っ

た
。
又
二
十
九
年
に
は
通
州
大
部
間
の
蓮
渠
通
悳
河
も
竣
工
し

た
の
で
、
江
南
の
米
粟
は
車
駄
の
煩
な
し
に
舟
運
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
が
、
會
通
河
は
工
事
が
完
全
で
た
く
、
仝
漕
額
を
負
搭

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
海
運
に
全
力
を
注
ぎ
、
二
１
　
七
年
に
は

、
海
道
よ
り
百
九
十
高
石
を
運
び
、
爾
来
年
々
百
萬
石
を
下
ら
な

か
っ
た
。
其
後
元
の
國
威
衰
へ
、
政
治
も
斎
飢
す
る
と
次
第
に

滅
少
し
、
殊
に
順
帝
至
正
七
年
、
浙
東
に
抹
っ
た
方
國
珍
、
十

三
年
に
は
浙
西
に
起
っ
た
張
士
誠
が
運
米
を
陥
害
し
た
の
で
、

張
士
誠
を
懐
柔
し
て
十
数
萬
石
を
海
運
せ
し
め
た
が
、
こ
れ
も

杜
絶
じ
て
滅
亡
に
至
っ
た
と
説
い
て
ゐ
る
。
そ
の
論
述
せ
し
所

は
主
と
し
て
漕
路
の
漿
遷
、
海
運
探
用
の
理
由
、
漕
米
の
増
減

等
の
説
述
に
と
Σ

運
米
の
款
貧
的
影
響
等
に
論
及
し
て
ゐ
な
い
の
は
些
か
心
淋
し

い
。
同
氏
に
は
た
ほ
本
論
文
の
補
助
研
究
と
し
て
、
『
大
運
河

開
通
前
後
の
事
情
』
（
東
洋
時
報
三
四
、
大
正
五
年
七
月
）
『
膠
州

薦
の
歴
史
』
（
薦
文
五
ノ
ー
一
、
大
正
三
年
）
が
あ
る
。

　

元
代
漕
運
に
開
す
る
研
究
に
は
テ
キ
ス
ト
の
紹
介
が
先
行
す

る
。
今
年
に
入
っ
て
は
岩
井
大
慧
氏
が
『
元
代
経
済
史
上
の
一

新
史
料
Ｉ
特
に
漕
浬
に
開
し
て
Ｉ
』
（
山
下
先
生
還
暦
記
念
東
洋
史
論

-
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を
集
）
と
題
し
、
米
國
華
府
議
會
圖
書
館
蔵
の
永
楽
大
典
「
巻

之
一
萬
五
千
九
百
五
十
運
元
漕
蓮
二
」
の
部
の
寫
具
を
獲
、
之

を
紹
介
醍
表
せ
ら
れ
た
の
は
學
界
の
篤
め
欣
快
に
堪
へ
た
い
。

氏
も
Ｉ
ぶ
つ
て
ゐ
ら
れ
る
如
く
、
こ
れ
は
海
運
の
み
に
限
ら
す
、

河
海
に
硬
る
漕
迩
に
開
す
る
も
の
で
、
物
資
の
債
格
、
迩
賃
、

蓮
根
の
動
向
、
物
價
と
穀
價
と
の
對
比
、
年
々
の
迩
根
石
斂
、

河
道
上
下
迩
賃
の
差
異
、
泄
運
と
陸
途
と
の
開
係
、
通
行
交
紗

の
賓
價
、
物
貨
の
品
目
等
、
元
代
経
済
上
の
幾
多
の
問
題
を
包

含
し
て
ゐ
る
。
余
は
こ
の
獲
難
き
根
本
史
料
を
利
用
し
て
元
代

漕
運
に
開
す
る
研
究
を
一
歩
前
進
さ
せ
て
く
れ
る
學
徒
の
出
現

す
る
こ
と
を
岩
井
氏
と
共
に
鮪
望
し
て
や
ま
た
い
。

　

父
元
代
海
運
の
航
路
に
開
す
る
詳
細
な
孜
究
に
は
藤
田
元
春

氏
『
元
明
の
海
運
に
つ
い
て
』
（
歴
史
と
地
理
一
五
ノ
ー
、
大
正
十

四
年
一
月
）
が
あ
る
。
元
明
を
通
じ
て
海
路
の
愛
遁
が
論
述
さ

れ
て
居
り
、
地
理
學
者
と
し
て
の
氏
の
考
察
が
躍
如
と
し
て
ゐ

る
。

　

明
代
に
入
る
と
、
先
年
清
水
泰
次
氏
の
『
明
代
の
漕
運
』
（
史

學
雑
誌
三
九
ノ
三
、
昭
和
三
年
三
月
）
が
公
に
せ
ら
れ
た
が
、
今
年

に
至
り
、
星
斌
夫
氏
の
『
明
初
の
漕
運
に
つ
い
て
（
上
、
下
）
』

（
同
四
八
ノ
五
・
六
、
昭
和
十
二
年
五
・
六
月
）
た
る
長
篇
が
出
て
、

こ
の
所
先
學
新
進
競
ひ
立
っ
た
態
で
あ
る
。
明
代
に
は
漕
運
に

開
す
る
具
摯
な
る
研
究
家
丘
溶
の
大
學
后
義
柿
や
、
章
淡
の
回

書
編
等
の
諸
文
献
を
始
め
、
根
本
史
料
も
存
す
る
こ
と
～
て
研

究
領
野
も
廣
く
、
こ
の
研
究
に
は
恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
る
。
清

水
氏
論
文
は
、
先
づ
明
史
食
貨
志
に
よ
っ
て
漕
法
を
總
括
分
類

し
て
、

　
　
　

洪
武
－
―
海
運

　
　
　

永
楽
元
年
Ｉ
海
運
陸
運
併
用

圭
　
　
。
。
―
。
。

｛
｛
一
｛
｛
｝
｛
一

。
。
。
。

　
6
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と
な
し
、
漕
法
の
庭
置
を
中
心
と
し
て
明
一
代
の
漕
運
に
開
す

る
問
題
を
軽
快
な
る
筆
致
を
以
て
論
じ
て
ゐ
る
。
印
ち
洪
武
の

海
運
は
、
元
の
勢
力
を
掃
蕩
せ
ん
が
篤
め
の
遼
東
派
遣
軍
に
對

す
る
軍
餉
の
輪
逍
で
あ
っ
た
が
、
永
楽
元
年
成
胆
が
北
平
を
北

京
と
し
て
こ
ｘ
を
國
都
と
し
て
か
ら
は
南
方
漕
米
が
必
要
と
な

っ
た
の
で
、
海
路
北
上
、
直
清
を
経
て
京
師
に
途
る
一
方
、
淮

河
よ
り
黄
河
に
出
で
、
今
の
新
郷
部
下
の
八
柳
樹
に
至
り
、
こ

こ
よ
り
陸
運
し
て
衛
河
に
運
ん
で
北
京
に
輸
っ
た
。
こ
れ
は
會

通
河
原
浸
の
篤
め
の
臨
時
策
で
あ
る
。
海
運
は
倭
寇
や
海
賊
心



　
　

脅
威
と
覆
没
遅
延
の
饗
れ
が
あ
り
、
陸
運
は
経
費
が
多
い
。
そ

　
　

こ
で
運
河
を
開
溶
し
て
専
ら
河
運
に
よ
ら
ん
と
し
、
洪
武
十
三

　
　

年
會
通
河
を
溶
復
し
て
海
運
陸
運
を
慶
し
た
。
こ
の
河
蓮
に
も

　
　

支
運
、
兌
運
支
運
併
用
、
改
兌
と
三
度
の
受
遷
が
あ
る
。
支
運

　
　

と
い
ふ
の
は
民
の
蓮
ん
で
来
た
も
の
を
軍
人
が
引
植
い
で
運
ぶ

　
　

印
ち
聯
合
接
運
の
意
で
あ
る
。
初
め
は
通
州
逡
で
軍
人
に
引
波

　
　

し
て
ゐ
た
が
、
‐
後
に
は
淮
安
、
徐
州
、
徳
州
又
は
臨
清
、
通
州

　
　

等
に
於
て
引
渡
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
兌
運
と
い
ふ
の
は
民
が

　
　

淮
安
、
徐
州
、
臨
清
の
や
う
な
遠
い
所
ま
で
運
ん
で
行
っ
て
は

　
　

農
業
に
差
支
へ
る
か
ら
、
そ
れ
を
改
め
て
民
は
せ
い
ぜ
‘
い
淮
安

　
　

か
瓜
州
逡
・
ま
で
運
び
、
そ
れ
よ
り
北
は
悉
く
軍
人
達
に
運
ん
で

　
　

も
ら
ふ
。
そ
の
代
り
に
族
費
、
減
米
の
支
辨
は
人
民
が
負
搭
す

　
　

る
と
い
ふ
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
兌
運
を
欲
し
た
い
も
の
は
、

　
　

自
ら
蓮
ん
で
も
よ
か
っ
た
。
改
兌
は
之
を
改
良
し
た
も
の
で
、

　
　

従
来
江
北
の
淮
安
、
瓜
州
ま
で
民
が
運
ん
で
軍
人
に
引
渡
し
て

　
　

ゐ
た
が
、
今
度
は
軍
人
が
江
南
ま
で
行
っ
て
運
び
出
す
。
で
あ

　
　

る
か
ら
こ
れ
ま
で
の
附
加
米
の
外
に
更
に
脚
米
と
し
て
の
附
加

　
　

米
を
出
し
た
こ
と
を
説
明
し
、
最
後
杞
民
の
負
措
と
た
っ
た
族

μ

　

費
や
耗
米
が
正
営
の
用
途
た
る
軍
人
の
旅
費
や
減
米
の
補
填
に

　
　

ま
は
さ
す
、
政
府
自
身
が
自
分
の
倉
庫
へ
入
れ
る
や
う
忙
な
っ

た
と
い
ふ
事
賓
粂
翠
げ
、
叉
官
吏
の
着
服
等
に
間
し
て
も
言
及

し
て
稿
を
終
っ
て
ゐ
る
。

　

星
・
氏
の
論
文
は
、
清
水
氏
の
企
圖
す
る
所
は
明
史
食
貨
志
漕

蓬
の
項
の
解
憚
に
あ
っ
た
篤
め
に
恂
考
究
す
べ
き
緑
地
が
あ
る

と
な
し
、
根
本
資
料
皇
明
賓
録
を
充
分
利
用
し
て
明
初
よ
り
宣

徳
に
至
る
約
六
十
年
間
に
於
て
究
明
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
が
、
流

石
後
出
の
も
の
だ
け
に
、
先
學
の
論
じ
至
ら
ぬ
所
を
補
足
し
得

た
鮎
が
多
い
。
先
づ
洪
武
帝
の
都
し
た
金
陵
轜
は
江
淮
の
豊
饒

地
に
近
く
且
水
運
の
便
利
な
地
に
あ
る
の
で
京
師
へ
の
漕
運
は

圓
滑
に
行
は
れ
た
が
、
こ
の
時
代
に
困
難
を
嘗
め
た
の
は
北
元

勢
力
覆
滅
策
に
隨
件
す
る
軍
餉
の
運
搬
で
あ
っ
た
と
て
、
遼
東

へ
の
海
運
を
詳
説
し
、
そ
の
航
路
は
元
代
の
航
路
に
よ
り
山
東

角
に
向
０
　
、
登
州
皿
皿
皿
を
経
て
遼
東
牛
家
庄
⇔
皿
に
達
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
蓮
輸
に
従
事
す
る
各
衛
所
の
軍
士

に
對
す
る
給
具
、
覆
没
の
危
瞼
、
。
倭
寇
の
脅
威
等
に
開
し
て
も

言
及
し
、
更
に
七
の
難
事
業
を
冤
れ
ん
が
篤
め
に
遼
東
に
於
て

賓
施
し
た
屯
田
策
に
就
て
も
論
及
、
洪
武
三
十
年
に
於
け
る
海

運
慶
止
の
理
由
と
し
て
は
遼
東
平
定
と
い
ふ
こ
と
ｘ
と
も
に
こ

の
屯
田
策
の
成
功
を
皐
げ
て
ゐ
る
。
支
運
に
開
し
て
は
、
清
水

氏
が
通
州
迄
は
民
蓮
で
、
こ
ゝ
で
官
軍
忙
引
櫓
ぐ
の
を
最
初
の

-65-



　
　

形
態
と
み
だ
の
に
反
對
し
、
學
薬
類
稿
等
の
記
載
に
よ
っ
て
、

巧

　

軍
民
接
蓮
地
鮎
は
支
運
施
行
の
富
初
か
ら
通
州
の
み
で
た
く
理

　
　

道
の
諸
水
次
倉
地
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
注
意

　
　

す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
浙
直
球
は
淮
安
、
徐
州
間
、
京
衛
官

　
　

軍
は
徐
州
、
徳
州
間
、
山
東
、
河
南
軍
は
徳
州
ご

　
　

拾
逓
途
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
水
次
諸
倉
の
腹
置
も
考
謐

　
　

し
て
ゐ
る
。
更
に
兌
運
に
就
て
は
清
水
氏
の
所
説
を
全
脛
的
に

　
　

不
穏
富
な
り
と
斥
け
、
江
南
の
民
は
支
理
に
於
て
定
め
ら
れ
た

　
　

倉
に
ま
で
運
ば
す
、
附
近
術
所
の
官
軍
に
手
交
し
、
そ
の
代
り

　
　

従
来
要
し
て
ゐ
た
減
米
、
旅
費
等
を
耗
米
と
い
ふ
名
目
で
、
遠

　
　

近
に
よ
っ
て
多
寡
を
定
め
て
軍
人
に
納
め
て
運
ん
で
も
ら
っ

　
　

た
。
堵
大
し
た
國
都
の
清
費
に
充
て
、
そ
の
上
倉
直
に
除
硲
を

　
　

も
た
し
め
ん
と
す
る
必
要
よ
り
、
能
率
の
上
ら
な
い
民
理
を
や

　
　

め
て
統
制
あ
る
衛
所
軍
士
を
し
て
理
米
せ
し
め
ん
と
し
た
の
で

　
　

あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
。
特
に
清
水
氏
が
、
民
の
運
ぶ
所

　
　

は
淮
安
か
瓜
州
に
止
め
、
其
處
か
ら
北
は
悉
く
軍
人
に
蓮
ん
で

　
　

貰
ふ
、
そ
の
代
り
に
旅
費
、
へ
り
米
を
軍
人
に
支
彿
ふ
の
が
兌

　
　

蓮
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
に
抹
り
所
と
し
た
明
史
食
貨
志
漕
運

　
　

條
の
記
事
を
検
討
し
て
、
こ
の
記
載
の
内
容
は
清
水
氏
の
考
へ

　
　

る
如
き
も
の
で
は
た
く
、
附
近
の
衛
所
官
軍
の
み
で
は
交
兌
し

査
そ
ぬ
場
合
の
特
別
の
例
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
又
、
成
化
年

間
に
至
っ
て
議
せ
ら
れ
た
改
兌
の
法
と
い
ふ
の
は
、
従
来
瓜
州
、

淮
安
、
徐
州
、
臨
清
、
徳
州
等
の
指
定
地
に
於
て
民
糧
を
接
運

し
て
ゐ
た
官
軍
が
、
そ
れ
を
運
び
来
る
地
方
に
直
接
赴
い
て
受

取
る
方
法
で
あ
る
と
な
し
、
こ
ｘ
に
於
て
も
清
水
氏
説
を
否
定

し
て
ゐ
る
。
こ
の
外
、
「
民
運
航
況
と
そ
の
営
事
者
」
「
軍
運
航

況
と
そ
の
営
事
者
」
な
る
雨
項
目
を
設
け
、
脚
銭
、
耗
米
等
漕

蓮
に
件
ふ
軍
民
の
患
苦
に
開
す
る
考
察
を
試
み
て
ゐ
る
の
は
興

味
深
い
。
た
ゞ
清
水
氏
の
論
文
が
簡
潔
に
過
ぎ
て
論
述
の
充
分

な
ら
ざ
る
鮎
が
あ
る
に
對
し
、
星
氏
の
論
作
は
ま
た
詳
細
を
極

め
、
考
察
の
範
圈
の
廣
い
の
は
偉
と
す
べ
き
も
、
史
料
に
忠
賢

な
る
あ
ま
り
、
行
文
些
か
煩
雑
の
感
を
作
っ
て
ゐ
る
の
は
瑕
堤

と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

清
代
に
開
し
て
は
未
だ
研
究
の
狸
表
さ
れ
た
も
の
を
兄
す
、

清
國
行
政
法
、
桑
原
博
士
『
歴
史
上
よ
り
観
た
る
常
北
支
那
』

備
考
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
一
斑
を
窺
知
す
る
に
と
ｙ

　

支
那
に
於
て
は
『
萬
貢
≒
食
貨
』
等
に
開
係
論
文
が
出
さ
う
な

も
の
で
あ
る
が
殆
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
今
年
に
入
っ
て

災
士
賢
氏
『
清
代
以
前
的
漕
運
概
況
』
（
天
津
谷
世
報
紙
上
食
貨
第

二
十
四
期
、
民
國
二
十
六
年
五
月
）
が
出
た
が
疎
に
し
て
略
、
１
　
考
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心

す
る
に
あ
た
ら
た
い
。

　

漕
運
は
國
都
の
食
糧
問
題
と
必
然
的
開
係
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
政
治
経
臍
方
面
の
諸
問
題
と
回
聯
し
て
考
究
さ
る

べ
き
は
勿
論
、
漕
路
の
状
態
、
そ
の
使
遷
、
運
輸
方
法
等
人
文

地
理
學
的
考
察
は
尤
も
重
要
で
あ
る
。
叉
運
米
の
途
次
に
於
け

る
運
賃
の
問
題
、
舟
人
の
不
正
、
侵
盗
、
へ
り
米
の
對
策
等
の

閣
明
、
及
び
漕
運
に
よ
っ
て
醸
成
せ
ら
れ
る
祀
命
問
題
の
研
究

も
等
閑
に
附
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
、
以
上
は
漕
運
問
題
の
有

す
る
多
面
性
で
あ
り
、
研
究
の
興
味
も
困
難
も
賓
に
こ
ｘ
に
存

1°s・｀゜“゛“゛
・
一
憧
憬
－

す
る
の
で
あ
る
。
か
く
考
へ
来
れ
ば
、
我
々
は
以
上
諸
論
文
に

於
て
は
未
だ
充
分
な
る
満
足
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら

う
。
又
各
時
代
の
そ
れ
が
充
分
に
究
め
轟
さ
れ
た
と
し
て
も
、

ま
だ
く
問
題
は
轟
き
な
い
。
更
に
各
代
を
通
じ
て
漕
法
の
受

遷
、
漕
運
営
事
者
の
性
質
、
脚
韻
の
堵
減
等
の
諸
事
項
に
開
し

て
比
較
研
究
を
試
み
た
た
ら
ば
、
そ
こ
に
時
代
々
々
の
も
っ
特

殊
の
色
相
が
看
取
せ
ら
れ
る
と
I
"
＾
ｙ
、
時
代
の
動
き
と
い
ふ

も
の
が
感
知
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
該
問
題
の
研
究
の

領
分
は
な
か
く
廣
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
昭
和
十
二
年
十
一
月
二
十
日
―

● ● ● ● ● ● ●

●

・ ● ● Ｓ ● 丿 ｌ 卿 ●
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寄
輿
さ
れ
た
功
は
決
し
て
斟
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。
因
み
に
、
碑
石
の
大
き
さ
は
縦
約
五
尺
八
寸
、
横
約
三
尺
四
寸
。

そ
の
他
こ
の
碑
に
開
す
る
詳
細
は
手
拓
者
白
身
の
報
告
に
侯
つ
こ
と
Ｘ
し
度
い
。
（
田
村
）
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