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一

　

産
ｕ
食
稲
米
百
域
―
そ
の
外
と
内
と

　

民
國
初
期
（
一
九
一
五
～
七
）
の
中
國
人
が
何
を
主
食
に
し
て
い
た

か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
が
い
か
れ
て
い
る
。
「
北
支
那
乃
至

満
洲
方
面
の
住
民
は
、
米
の
代
用
と
し
て
娶
粉
で
作
っ
た
麺
を
食
う

健

　
　

夫

こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
。
下
っ
て
中
部
支
那
す
な
わ
ち
揚
子
江
沿
岸
の

地
方
は
、
到
る
と
こ
ろ
米
の
産
が
あ
る
の
で
、
極
下
等
祀
會
を
除
く

ほ
か
主
食
は
米
で
あ
る
。
…
…
北
方
の
如
く
麺
を
多
く
食
わ
な
い
。

南
支
那
地
方
は
揚
子
江
沿
岸
ほ
ど
米
が
多
く
出
来
な
い
か
、
北
方
よ

り
も
除
計
に
産
出
し
、
且
つ
油
頭
の
如
き
は
…
…
中
流
以
上
の
も
の

は
大
抵
米
を
食
う
て
い
る
。
米
の
外
に
支
那
人
の
主
食
物
と
な
る
も

の
は
麺
類
で
、
下
等
祀
會
に
至
っ
て
は
１
　
・
粟
・
高
梁
等
を
使
用
す

る
」
。
「
揚
子
江
沿
岸
に
在
り
て
は
上
下
皆
米
食
を
篤
し
…
…
一
一
一
度
の

食
に
皆
米
を
使
用
す
。
な
お
米
の
生
産
地
に
あ
ら
ざ
る
地
方
に
て
は
。

一
般
に
米
の
相
場
低
き
と
き
は
多
く
之
を
使
用
し
、
高
き
と
き
は
他

の
も
の
を
使
用
す
」
。
「
米
は
支
那
人
の
常
食
中
最
も
重
要
な
る
糧
食

た
る
の
み
な
ら
す
、
酒
の
醸
造
に
用
い
ら
る
。
（
安
部
注
、
以
下
の
本

-－120



　
　

研
究
で
は
、
酒
造
用
米
の
こ
と
に
は
論
及
し
な
い
）
。
但
し
下
級
者

　
　

は
米
の
外
に
粟
・
黍
・
玉
蜀
黍
・
麺
を
食
す
る
も
の
多
し
。
殊
に
北

　
　

支
那
に
お
い
て
古
来
米
を
食
す
る
も
の
は
、
中
支
那
及
南
支
那
に
比

　
　

す
れ
ば
甚
だ
少
な
く
、
偶
々
之
を
食
す
る
も
の
あ
り
て
も
其
米
を
中

　
　

支
那
に
お
け
る
米
産
地
に
仰
げ
り
」
。

　
　
　

要
す
る
に
民
國
初
め
の
中
國
人
の
主
食
は
、
土
産
の
穀
物
の
種
類

　
　

が
違
う
に
っ
れ
て
北
部
と
中
部
と
南
部
と
で
少
し
く
差
が
あ
り
、
モ

　
　

の
う
ち
米
、
と
く
に
大
米
、
す
な
わ
ち
積
米
を
主
食
と
す
る
の
は
量
的

　
　

に
み
て
中
シ
ナ
を
最
と
し
、
南
シ
ナ
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
お
そ
ら
く
は

　
　

北
京
な
ど
の
大
都
會
地
を
モ
の
例
外
と
し
て
、
北
シ
ナ
が
最
も
少
な

　
　

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぽ
二
百
年
前
の
雍
正
時
代

　
　

（
一
七
二
三
～
三
五
）
に
あ
っ
て
も
、
中
國
に
お
け
る
産
米
（
稽
米
）
匝
域

　
　

の
分
布
と
中
國
人
の
米
食
の
傾
向
と
は
大
賠
こ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　

た
だ
こ
の
場
合
の
非
産
米
区
域
と
し
て
の
北
シ
ナ
は
、
ほ
ぼ
江
蘇
・

　
　

安
徽
雨
省
の
北
部
か
ら
河
南
省
を
つ
く
し
て
湖
北
省
の
北
部
に
引
か

　
　

れ
る
線
で
、
中
シ
ナ
か
ら
匝
別
さ
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
。
な
る
ほ

　
　

と
、
地
気
甚
だ
寒
い
と
い
わ
れ
る
映
西
省
の
寧
夏
府
に
お
い
て
さ
え
、

　
　

積
穀
が
種
え
ら
れ
稲
田
に
濯
そ
ｘ
ご
う
と
し
て
い
る
。
北
シ
ナ
に
も

4
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大
米
が
産
し
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
地

に
産
す
る
主
穀
は
や
は
り
小
米
や
高
梁
、
と
く
に
小
米
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
ら
か
そ
の
地
の
人
民
た
ち
の
主
食
で
も
あ
っ
た
。

　

雍
正
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
直
隷
省
の
い
わ
ゆ
る
管
田
系
の
水
田

で
は
稲
穀
が
豊
作
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
學
士
の
朱
弑
は
奏
し
て
、

民
間
で
は
稲
米
を
食
う
の
に
慣
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
政
府
で

買
上
げ
て
や
り
、
そ
の
代
價
の
銀
で
小
米
と
高
梁
を
買
わ
せ
た
ら
と

言
っ
て
い
妬
。
ま
た
雍
正
二
年
の
こ
と
、
江
浙
地
方
の
潮
害
に
際
し

て
、
河
南
・
山
東
の
二
省
に
對
し
、
各
々
米
六
萬
石
を
江
蘇
巡
撫
に

運
交
し
て
予
耀
せ
し
め
よ
と
の
命
令
が
で
た
。
山
東
巡
撫
の
陳
世
但

は
、
東
省
で
は
大
米
が
甚
だ
少
な
く
値
段
奄
南
方
に
倍
す
る
。
た
だ

小
米
か
採
買
で
き
る
だ
け
だ
と
奏
上
し
て
、
険
が
買
え
と
命
じ
た
の

は
原
よ
り
小
米
の
こ
と
だ
、
大
米
が
ど
う
し
て
得
ら
れ
よ
う
と
の
殊

批
を
受
け
て
い
か
・
ま
た
そ
の
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。
山
東
省
で
は
、

江
西
省
か
ら
通
州
倉
に
運
ぷ
べ
き
漕
運
米
の
う
ち
か
ら
、
二
十
萬
石

だ
け
を
途
中
で
截
留
し
て
、
各
府
州
蒜
に
分
貯
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
巡
撫
の
黄
炳
は
、
東
省
の
民
間
の
食
用
は
と

も
に
小
米
で
あ
る
。
か
つ
て
南
方
の
大
米
を
買
っ
・
だ
こ
と
が
な
い
。

紅
朽
し
や
す
い
大
米
の
形
で
貯
備
す
る
よ
り
は
、
東
省
か
ら
漕
糧
と

し
て
解
る
べ
き
小
米
を
そ
の
代
り
に
し
て
は
り
か
が
と
意
見
を
申
し
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立
て
て
い
か
・
磯
饉
の
除
に
は
草
根
・
樹
皮
を
も
っ
て
し
て
す
ら
口

　
　

に
鮒
す
る
、
大
米
・
小
米
の
分
別
な
ど
贅
海
千
萬
と
、
雍
正
帝
か
ら

き
び
し
い
叱
責
を
う
け
て
は
い
る
か
、
と
も
か
く
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、

山
東
省
民
の
最
も
普
通
に
食
う
穀
物
の
少
な
く
と
も
一
つ
が
小
米
で

あ
っ
た
こ
と
は
判
る
で
あ
ろ
う
。

　

山
東
省
か
ら
の
漕
運
米
が
小
米
で
支
辨
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前

述
の
黄
炳
の
言
葉
の
端
か
ら
察
せ
ら
れ
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
法
敏

が
雍
正
二
年
に
、
各
省
の
漕
米
は
事
一
膿
に
溺
し
て
い
る
は
ず
な
の

に
、
今
、
山
東
の
小
米
（
粟
米
）
の
起
剥
に
は
現
在
挺
銀
を
収
め
ず
、

南
省
の
粳
米
・
検
米
の
起
剥
に
は
濁
り
税
を
収
め
し
め
て
い
る
と
ぼ

や
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
か
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
河
南
省
か

ら
の
そ
れ
も
小
米
で
あ
っ
た
。
耕
種
の
方
法
か
拙
劣
で
、
た
と
え
ば

山
西
省
の
井
、
四
川
省
の
堰
、
湖
廣
省
の
龍
骨
車
に
類
す
る
よ
う
な

濯
田
の
法
を
講
ぜ
す
、
全
く
自
然
の
雨
滞
に
頼
り
き
っ
て
い
た
と
い

わ
れ
る
河
南
人
に
對
し
、
稲
米
、
と
く
に
水
稲
の
生
産
を
望
む
こ
と

は
初
め
か
ら
無
理
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
索
然
小
米
が
そ
の
地
の
主

食
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
じ
じ
っ
文
献
的
に
も
、

撞
省
（
河
南
省
）
の
民
人
は
娶
・
麺
・
小
米
等
を
食
う
者
が
多
く
、
大
米

を
食
う
者
は
少
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
鮎
、
東
は
江
蘇
省

の
北
部
か
ら
、
西
は
湖
北
省
の
北
部
に
か
け
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
雍
正
帝
が
、
北
地
に
は
稲
米
が
稀
少
だ
か
ら
、
倉
穀
を

買
補
す
る
に
足
り
な
心
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
「
北
地
」
と
み
ら
れ
て

も
よ
い
地
域
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
ひ
ろ
く
そ
れ
ら
以
北
の
範
回

を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
雍
正
三
年
八
月
、
巡
撫
と
し

て
北
京
か
ら
浙
江
省
に
赴
任
し
た
福
敏
は
、
途
中
で
知
り
え
た
米
價

を
、
下
っ
て
江
蘇
省
の
鏝
江
・
常
州
・
蘇
州
ま
で
く
る
と
、
草
に
「
米
」

價
は
毎
石
一
雨
三
四
銭
不
等
と
す
る
に
對
し
、
直
隷
省
泳
州
以
南
の

水
害
地
に
つ
い
て
は
、
秋
禾
の
「
小
米
」
毎
斗
小
銭
四
百
二
三
十
か
ら

七
八
十
文
不
等
、
山
東
省
徳
州
以
南
・
泰
安
州
等
の
處
に
つ
い
て
は

毎
斗
小
銭
一
百
六
七
十
文
と
記
し
、
恐
ら
く
は
江
南
省
淮
安
府
ま
で

の
米
價
を
小
米
の
建
値
で
示
そ
う
と
し
て
お
り
、
四
年
十
月
、
署
理

總
督
と
し
て
北
京
か
ら
湖
廣
省
に
赴
任
し
た
同
じ
幅
敏
は
、
直
隷
省

で
は
「
小
米
」
毎
斗
二
百
四
五
十
文
か
ら
三
百
二
三
十
文
不
等
、
河

南
省
開
封
等
の
府
か
ら
湖
廣
省
徳
安
等
の
府
に
及
ぶ
ま
で
は
、
毎
斗

二
百
二
三
十
文
、
或
は
一
百
一
二
十
文
不
等
と
や
は
り
小
米
の
建
値

を
示
し
て
い
る
。
雍
正
八
年
末
、
江
蘇
巡
撫
の
尹
徽
善
が
、
淮
揚
の

米
糧
毎
石
九
銭
・
一
雨
不
等
に
對
し
、
徐
州
・
郵
州
一
帯
に
つ
い
て

は
特
に
「
小
米
」
一
雨
上
下
と
い
っ
て
い
る
事
と
と
も
に
極
め
て
印
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象
的
で
あ
る
。
な
お
、
大
小
米
の
建
値
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
商
品
と

　
　

し
て
の
流
通
規
模
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
米
か
多
く
斗
単

　
　

位
に
制
銭
で
表
わ
さ
れ
て
い
た
の
に
對
し
、
大
米
は
石
単
位
に
銀
雨

　
　

を
も
ひ
て
表
わ
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
小
貫
の
場

　
　

合
は
大
米
で
も
、
も
ち
ろ
ん
制
銭
だ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　

た
と
え
ば
京
師
の
五
城
に
っ
く
ら
れ
る
米
廠
で
の
耀
貫
の
さ
い
は
概

　
　

し
て
銭
文
を
用
い
た
と
か
、
蘇
州
の
四
門
に
米
廠
を
設
け
て
平
耀
し

　
　

た
と
き
に
は
、
毎
升
銭
十
文
を
収
め
て
一
升
か
ら
三
升
ま
で
の
米
で

　
　

小
戸
貧
民
を
接
済
し
た
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
‘
る
こ
と
か
ら
も
察
知
す

　
　

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

小
米
は
一
つ
に
粟
米
と
屯
い
わ
れ
る
。
貴
州
巡
撫
の
張
廣
泗
が
、

　
　

あ
る
報
告
中
で
は
、
稲
穀
（
稽
禾
）
・
黍
な
ど
に
對
し
て
「
粟
米
は
則

　
　

ち
穂
長
一
尺
四
五
寸
よ
り
二
尺
不
等
に
至
る
」
と
い
い
、
他
の
そ

　
　

れ
の
中
で
は
、
稲
穀
・
高
梁
な
ど
に
對
し
て
「
小
米
、
穂
長
二
尺
、

　
　

並
び
に
二
十
四
穂
な
る
者
あ
り
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
の
が
そ
の

　
　

例
澄
で
あ
る
。
安
徽
巡
撫
の
魏
廷
珍
か
、
同
省
西
北
部
の
蒙
城
蒜
に

　
　

つ
い
て
の
み
「
粟
米
」
で
米
の
建
値
を
記
し
、
一
石
價
た
だ
四
銭
八

　
　

分
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
前
述
「
小
米
」
建
値
の
類
例
の
一
つ
と
し

4
8
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て
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
西
巡
撫
０
　
石
麟
が
、
平
地
の
「
粟

禾
」
は
長
さ
二
尺
八
九
寸
か
ら
二
尺
五
六
寸
不
等
、
高
地
の
粟
禾
は

…
…
と
い
っ
て
い
る
。
の
も
、
も
ち
ろ
ん
小
米
で
あ
る
。
粟
米
は
ま
た

小
粟
と
も
い
わ
れ
た
。
粟
は
し
ば
し
ば
モ
ミ
ゴ
メ
の
義
に
も
使
わ
れ

る
。
し
か
し
例
え
ぼ
河
南
省
城
の
米
價
が
、
某
年
六
月
内
に
は
粟
米

で
毎
石
價
銭
が
一
雨
七
銭
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
粟
米

は
、
決
し
て
モ
ミ
ゴ
メ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
積
穀
に
あ
ら
ざ
る

小
米
、
要
す
る
に
ア
ワ
な
の
で
あ
る
。
ア
ワ
と
い
え
ぼ
、
少
な
く
と

も
わ
れ
わ
れ
に
は
、
直
ぐ
小
鳥
の
餌
が
連
想
さ
れ
て
甚
だ
味
気
な
い

思
い
に
か
ら
れ
る
が
、
品
種
に
よ
っ
て
は
相
営
美
味
な
も
の
も
あ
っ

た
ら
し
い
。
清
朝
で
は
八
旗
兵
を
初
め
と
す
る
兵
士
た
ち
は
、
主
穀

に
開
す
る
か
ぎ
り
一
膝
に
口
が
お
ご
っ
て
い
た
。
毎
年
新
米
を
支
給

さ
れ
て
い
た
せ
い
屯
あ
っ
て
、
カ
ビ
く
さ
い
倉
出
し
米
な
ど
・
に
は
見

む
き
も
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
雍
正
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
営
時
、

西
征
軍
の
軍
需
基
地
に
な
っ
て
い
た
映
西
省
に
、
湖
廣
省
か
ら
米
を

逡
っ
て
き
た
。
あ
い
に
く
そ
れ
ら
は
み
な
稜
子
・
縫
米
で
、
色
味
が

も
と
も
と
そ
う
佳
く
は
な
い
ど
こ
ろ
に
、
楡
逡
の
途
中
で
水
気
を
か

ぶ
っ
て
い
る
。
大
冊
の
官
兵
の
た
め
に
は
、
穎
粒
の
圓
浄
で
煮
食
し

て
甘
美
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
署
浹
西
巡
撫
の
史

鉛
直
は
、
今
歳
映
省
は
豊
作
で
、
収
穫
し
た
「
粟
穀
」
は
穎
粒
が
分
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外
に
乾
圓
で
、
色
味
も
甚
だ
甘
美
だ
か
ら
、
問
題
の
湖
廣
米
の
か
わ

　
　

り
に
そ
の
「
粟
米
」
を
改
撥
し
た
い
と
い
っ
て
い
乱
。
北
方
の
小
米

　
　

が
質
的
に
み
て
、
主
食
と
し
て
優
に
南
方
の
大
米
に
對
抗
す
る
に
足

　
　

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

小
米
の
生
産
が
河
南
・
山
東
素
省
か
ら
山
西
・
訣
西
雨
省
に
及
ん

　
　

で
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
前
述
の
と
５
　
り
で
あ
る
。
年
の
豊
凶
に
よ
る

　
　

の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
中
で
も
山
西
省
に
つ
い
て
は
今
年
（
三
年
）
は
豊

　
　

作
で
、
・
近
来
平
定
一
帯
か
ら
直
隷
に
販
往
す
る
も
の
が
多
い
と
か
、

　
　

今
年
（
九
年
万
は
直
隷
・
河
南
用
省
の
民
人
で
山
西
省
に
き
て
販
頁
搬

　
　

運
す
る
も
の
が
絡
綜
相
戟
ぐ
の
で
、
米
價
が
日
に
噌
し
て
き
た
な
ど

　
　

と
傅
久
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
わ
ゆ
る
北
シ
ナ
ー
帯
は
、

　
　

多
く
粟
禾
を
栽
培
し
、
小
米
を
主
食
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し

　
　

か
も
こ
の
地
帯
は
ま
た
同
時
に
、
中
國
に
５
　
け
る
最
も
主
要
な
産
泰

　
　

・
食
娶
の
地
帯
で
も
あ
っ
た
。
文
献
の
上
で
も
、
山
東
省
及
び
江
蘇

　
　

省
北
部
の
淮
安
所
屡
の
各
州
蒜
で
は
娶
を
産
す
る
こ
と
か
最
も
多
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ
ｌ

　
　
　
　
　

た
よ

　
　

そ
の
價
も
い
や
し
く
、
淮
・
徐
一
帯
で
は
民
食
が
全
く
二
喪
に
資
っ

　
　

て
い
た
と
さ
久
言
わ
れ
て
い
る
。
乾
隆
元
年
所
修
『
江
南
通
志
』

　
　

巻
八
十
六
食
貨
志
、
物
産
、
徐
州
府
の
條
に
も
、

　
　
　
　

栢
は
乃
ち
他
郡
の
常
産
。
淮
だ
徐
地
は
菌
た
だ
黍
・
稜
・
麦
・

　
　

款
を
種
う
。
近
ご
ろ
間
々
箱
を
種
う
る
者
あ
る
も
止
だ
水
旱
二

　
　

種
の
み
。
故
に
特
産
と
な
す
。

と
あ
る
。
あ
た
か
も
雍
正
期
の
寅
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
湖
廣
省
、

と
く
に
湖
北
省
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
邁
柱
の
い
う
所
を
信
用

す
る
か
ぎ
り
、
雍
正
初
期
に
は
た
だ
鄭
陽
と
襄
陽
と
の
二
府
、
す
な

わ
ち
北
部
地
方
に
の
み
泰
が
栽
培
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
か
、
そ

の
後
政
府
の
勧
奨
も
あ
り
、
か
た
か
た
雍
正
五
年
の
大
水
害
の
後
に

は
、
い
わ
ゆ
る
「
泰
熟
」
が
夏
の
出
水
期
（
伏
汎
）
の
前
に
あ
る
の
を
利

と
し
て
こ
れ
を
種
え
る
も
の
が
多
く
な
り
、
こ
と
に
湖
北
省
の
民
衆

は
、
こ
れ
ま
で
慶
棄
さ
れ
て
い
た
「
湖
地
」
を
利
用
し
て
一
層
さ
か

　

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
東
は
江
蘇
省
の
淮
安
あ
た
り
か
ら
、

西
は
湖
北
省
の
鄙
・
襄
な
い
し
は
徳
安
に
い
た
る
ま
で
の
「
線
」
の

北
方
一
帯
が
、
穀
産
の
上
で
は
問
題
な
く
北
シ
ナ
的
で
あ
っ
た
し
、

穀
食
の
鮎
で
も
、
南
方
か
ら
す
る
大
量
の
い
わ
ゆ
る
漕
糧
米
に
依
存

し
て
い
た
、
北
京
を
中
心
と
す
る
畿
輔
一
圓
の
地
１
営
時
の
常
套

語
に
従
う
な
ら
、
お
よ
そ
在
京
の
王
大
臣
お
よ
び
文
武
官
員
の
俸
蘇

と
八
旗
披
甲
よ
り
も
っ
て
各
管
兵
丁
に
及
ぶ
ま
で
の
糧
餉
と
は
、
み

な
こ
の
漕
糧
の
う
ち
か
ら
取
給
さ
れ
Ｊ
Ｏ

を
例
外
と
し
て
北
シ
ナ
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的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
線
」
と
は
い
え
、
そ
れ
か
著
し
く
不
規
則

　
　

な
出
入
り
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
現
在
の
多
少
と
も
信

　
　

用
で
き
る
調
査
に
基
づ
く
、
穀
物
類
の
生
産
圈
を
圖
示
し
た
産
業
地

　
　

圖
の
圖
面
か
ら
も
す
ぐ
想
像
で
き
る
こ
と
だ
が
。

　
　
　

産
米
・
食
米
匝
域
と
し
て
の
中
シ
ナ
や
南
シ
ナ
に
お
け
る
、
稲
米

　
　

や
穀
、
つ
ま
り
モ
ミ
ゴ
メ
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
に
詳
し

　
　

く
述
べ
る
機
會
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
米
の
代
用
食
な
い

　
　

し
は
對
抗
物
と
し
て
の
大
小
二
饗
１
と
い
っ
て
も
大
１
　
は
、
現
状

　
　

か
ら
推
測
す
る
限
り
、
飯
米
代
用
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
需
要
さ
れ
た
と

　
　

も
思
え
ぬ
が
（
一
五
三
頁
）
ｉ
そ
の
他
の
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
地
方

　
　

で
は
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　

。

　

饗
の
栽
培
は
大
膿
に
お
い
て
こ
れ
ら
中
・
南
シ
ナ
の
全
域
に
普
及

　
　

し
て
い
た
か
、
た
だ
、
第
一
、
全
般
的
に
み
て
そ
れ
は
北
シ
ナ
に
お

　
　

い
て
の
よ
う
に
は
重
要
さ
を
持
ち
え
ず
、
第
二
、
地
方
に
よ
っ
て
は

　
　

む
し
ろ
著
し
く
饗
の
栽
培
に
不
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

第
一
の
黙
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
。
第
二
の
鮎
に
開
し
て
は
不
熱

　
　

心
の
地
方
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

ま
す
湖
廣
省
で
あ
る
。
こ
の
地
方
が
麦
作
の
鮎
で
非
常
に
お
く
れ

4
8
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て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
、
邁
柱
に
よ
る
と
、
百
姓
は
二
娶

の
利
か
稲
穀
と
二
無
き
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
楚
省
で
は
従
前
多

く
麦
を
種
久
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
雍
正
五
年
以
後
、
徐
々
に
二
麦

の
栽
培
か
普
及
し
て
き
た
こ
と
は
事
覚
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
邁
柱
が

再
三
誇
ら
し
げ
に
吹
聴
し
た
ほ
ど
順
調
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
雍

正
十
三
年
七
月
１
－
雍
正
帝
の
治
世
の
極
末
期
に
、
た
ま
た
ま
邁
柱

が
、
本
年
楚
省
の
二
麦
は
豊
収
の
旨
を
奏
上
し
た
の
に
對
し
、
帝
が

言
葉
は
げ
し
く
「
湖
北
の
民
食
の
重
ん
す
る
所
は
米
に
あ
っ
て
二
娶

を
も
っ
て
事
と
せ
す
」
と
い
い
、
あ
ま
つ
さ
え
、
こ
の
奏
は
不
覚
だ

か
ら
朕
は
不
覧
に
付
す
る
と
怒
っ
て
い
る
の
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

一

湖
北
大
水
害
の
あ
と
を
受
け
た
六
年
五
月
に
、
二
麦
収
割
の
の
ち
、

　

1
2
5

民
間
で
は
「
麺
食
」
し
て
接
済
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
も
の
ヽ
こ

　

一

れ
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
非
常
中
の
非
常
の
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
じ
湖
廣
省
で
も
、
湖
南
省
の
方
が
麦
作
に
對
し
て
は
一
服
不
熱
心

で
あ
っ
た
。
元
年
に
巡
撫
の
魏
廷
珍
は
、
湖
南
地
方
は
稲
に
宜
し
く

麦
に
宜
し
く
な
い
の
で
、
州
蒜
で
麦
を
種
え
た
と
報
到
す
る
も
の
は

甚
だ
少
な
い
と
言
っ
て
い
る
し
、
そ
の
二
三
代
目
の
後
任
者
の
布
蘭

泰
も
、
四
年
四
月
に
、
湖
南
所
屡
で
は
禾
栢
を
栽
え
る
も
の
か
多
く
、

二
麦
を
侑
種
す
る
も
の
は
少
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
八
年
五

月
の
總
督
邁
柱
の
報
告
に
は
、
「
山
郷
は
素
よ
り
麦
を
産
せ
す
、
岳



9
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州
・
常
徳
こ
隋
州
の
三
府
に
間
々
麦
を
種
う
る
處
あ
り
」
と
い
っ
て

　
　

い
る
が
、
こ
れ
か
か
そ
ら
く
湖
南
に
お
け
る
麦
作
の
ギ
リ
ギ
リ
の
所

　
　

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
湖
南
省
と
は
東
隣
り
の
江
西
省
も
、
麦
作

　
　

に
對
す
る
不
熱
心
さ
で
は
そ
の
西
隣
り
に
ひ
け
を
取
る
も
の
で
な
か

　
　

っ
た
。
雍
正
前
期
に
こ
の
省
で
巡
撫
や
署
理
巡
撫
事
の
任
に
あ
っ
た

　
　

裴
神
度
が
た
び
た
び
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
江
西
各

　
　

肩
に
至
っ
て
は
、
娶
を
種
え
る
こ
と
が
稀
少
で
、
竟
に
全
く
１
　
を
種

　
　

え
な
い
處
を
あ
る
と
心
一
、
江
西
省
で
麦
を
種
え
て
い
る
地
は
僅
か
に

　
　

十
の
二
三
だ
と
言
外
よ
う
な
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
「
南
昌
等
の

　
　

八
府
所
属
の
素
よ
り
１
　
を
産
し
な
い
州
蘇
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
能
の

　
　

各
州
蘇
か
ら
、
大
安
は
と
も
に
已
に
登
場
し
、
小
麦
は
現
に
収
穫
し

　
　

つ
つ
あ
る
と
の
報
告
を
う
け
た
」
ｉ
巡
撫
布
蘭
泰
の
こ
の
廻
り
く

　
　

と
い
表
現
の
う
ち
か
ら
も
、
同
じ
よ
う
な
情
報
を
く
み
と
る
こ
と
が

　

’
で
き
よ
う
。
湖
南
省
の
西
南
に
接
す
る
廣
西
省
も
、
そ
の
麦
作
の
黙
、

　
　

あ
ま
り
熱
心
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
巡
撫
汪
務
の
報
告
に
、
「
秀

　
　

西
に
至
っ
て
は
娶
す
で
に
成
熟
せ
る
屯
、
但
だ
９
　
を
種
う
る
の
處
甚

　
　

だ
少
な
ｕ
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　

湖
廣
・
江
西
お
よ
び
廣
西
の
三
省
と
、
文
献
的
に
は
ま
だ
明
澄
を

　
　

’
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
四
川
省
も
ｌ
こ
れ
ら
の
諸

省
を
除
く
中
・
南
シ
ナ
の
諸
省
で
は
、
と
こ
で
も
か
な
り
價
汎
に
９
　

が
栽
培
さ
れ
、
官
民
と
を
に
そ
の
栽
培
に
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
例
え
ば
雍
正
九
年
前
後
に
安
徽
巡
撫
で
あ
っ
た
程
元
章
は
、

安
徽
所
扇
の
地
方
は
去
年
の
娶
秋
に
は
収
成
が
豊
稔
で
物
は
阜
か
に

民
は
安
か
っ
た
。
秋
収
の
後
に
は
１
　
を
種
え
る
こ
と
が
最
も
急
務
で

あ
る
と
い
っ
て
か
ら
ヽ
ま
た
江
蘇
省
に
つ
い
て
は
ヽ
巡
撫
の
喬
世
臣

か
、
二
麦
は
民
食
に
開
わ
り
あ
り
、
江
蘇
所
属
の
各
府
州
で
は
怖
種

す
る
こ
と
素
よ
り
廣
く
、
閻
閻
は
み
な
接
済
に
頼
っ
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
。
江
蘇
と
は
い
え
、
軍
に
そ
の
北
部
地
匝
―
北
シ
ナ
的
な

淮
徐
一
帯
に
限
っ
て
い
る
の
で
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の

例
誕
が
あ
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
は
麦
作
奨
励
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
、

こ
の
地
の
二
娶
の
畝
営
り
収
穫
量
も
年
と
と
も
に
高
ま
っ
て
い
っ
た

も
の
と
見
え
、
雍
正
末
年
の
總
督
・
趙
弘
恩
の
奏
摺
に
は
、
上
田
一
畝

ご
と
に
竟
に
二
石
四
五
斗
不
等
、
中
田
は
毎
畝
一
石
六
七
斗
、
下
田
で

も
ま
た
畝
ご
と
に
石
蝕
の
収
量
を
う
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
っ
て
。
い

る
。
も
っ
と
も
か
の
喬
世
臣
は
別
に
、
二
麦
は
民
食
の
開
わ
る
と
こ

ろ
、
江
蘇
の
農
佃
の
家
は
尤
も
春
熟
に
頼
っ
て
接
済
す
る
と
も
言
知
。

二
麦
が
つ
い
に
貧
し
い
直
接
生
産
者
た
ち
の
食
い
っ
な
ぎ
の
資
に
し

か
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
娶
は
現
地
で
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作
ら
れ
た
ほ
か
、
淮
開
を
通
コ
て
山
東
こ

　
　

ら
も
績
々
と
逡
ら
れ
で
い
心
。
江
甫
總
督
・
趙
弘
恩
に
よ
っ
て
、
江
省

　
　

民
食
の
資
す
る
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
た
豆
貨
は
、
山
東
省
か
ら
海
運
・

　
　

河
運
に
よ
っ
て
盛
ん
に
同
地
方
に
輪
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
長
江
に

　
　

よ
っ
て
湖
廣
省
方
面
か
ら
も
逡
ら
れ
て
き
‰
。
豆
貨
は
官
兵
の
馬
糧

　
　

と
な
り
、
民
間
の
醤
油
醸
造
用
と
な
っ
た
ほ
か
、
そ
の
一
部
は
恐
ら

　
　

く
、
や
は
り
二
喪
と
同
じ
く
そ
う
し
た
場
合
の
接
済
の
用
に
営
て
ら

　
　

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

江
蘇
の
南
に
隣
接
す
る
浙
江
省
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
二
麦
や

　
　

冨
絲
が
豊
収
を
久
だ
の
で
米
價
が
だ
ん
だ
ん
下
っ
て
き
た
と
い
う
風

　
　

に
、
二
娶
に
開
す
る
記
事
が
習
見
す
る
。
江
蘇
省
と
同
じ
よ
う
に

　
　

廣
く
栽
培
も
さ
れ
、
ま
た
栽
培
が
勧
奨
さ
れ
て
い
た
の
で
も
あ
ろ
う

　
　

が
、
そ
こ
か
ら
峻
嶺
を
越
え
て
西
南
に
接
す
る
幅
建
省
、
そ
の
ま
た

　
　

西
方
に
連
な
る
廣
東
省
と
も
な
る
と
、
南
シ
ナ
的
だ
と
で
も
い
う
の

　
　

で
あ
ろ
う
か
、
少
し
ば
か
り
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
二
泰
が
佑
種
さ

　
　

れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
幅
建
省
属
の
毫
湾
府
そ
の
他
叡
府
を

　
　

例
外
と
し
て
、
概
し
て
１
　
の
作
付
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
そ
の

　
　

ほ
か
に
も
、
地
瓜
と
か
番
薯
と
か
い
か
れ
た
サ
ッ
マ
イ
モ
の
栽
植
が

4
9
1

　

日
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

幅
建
省
で
は
、
泉
・
潭
二
府
が
喪
を
種
え
る
こ
と
が
最
も
廣
く
、

禧
州
・
興
化
の
二
府
と
箱
寧
の
Ｉ
．
州
で
も
喪
を
種
え
る
も
の
が
多
か

っ
た
ら
し
い
。
少
な
く
と
も
雍
正
十
年
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
い
や

『
そ
の
六
年
前
に
あ
っ
て
も
、
浙
閔
總
督
・
高
其
悼
は
、
か
つ
て
福
建
省

で
仕
事
を
し
て
い
た
属
員
た
ち
の
口
か
ら
、
一
様
に
「
禧
・
興
’
泉

潭
の
人
も
ま
た
喪
を
食
う
」
と
い
う
情
報
を
え
て
い
一
　
　
一
。
十
年
だ
け

の
特
異
現
象
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
、

喪
を
種
え
る
も
の
の
少
な
か
っ
た
の
は
。
、
延
子
・
建
寧
ふ
郁
武
・
汀

州
の
四
府
で
あ
り
、
と
く
に
喜
霧
７

喪
を
種
え
す
と
か
、
豪
湾
さ
き
に
は
１
　
を
種
え
す
な
ど
と
い
わ
れ
て

し
四
。
廣
東
省
に
つ
い
て
は
、
雍
正
七
年
三
月
、
営
時
署
布
政
使
事

で
あ
っ
た
王
士
俊
が
、
目
今
、
大
１
　
・
小
麦
が
田
畑
中
に
青
々
と
し

て
お
り
、
な
か
で
も
恵
州
・
潮
州
の
二
府
は
１
　
を
種
久
る
こ
と
最
も

多
い
と
い
っ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
沿
海
の
各

府
で
は
地
土
が
滋
潤
で
あ
る
た
め
に
、
民
間
で
娶
を
種
え
る
も
の
が

十
の
六
七
に
達
し
た
が
、
山
に
近
い
各
府
で
は
間
々
沙
債
が
あ
る
た

め
に
、
喪
を
種
え
る
も
の
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と

も
い
う
。
均
ら
し
て
み
て
も
、
よ
ほ
ど
９
　
作
が
普
及
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
南
シ
ナ
ニ
省
を
通
じ
て
、
喪
作
の
盛
ん
な
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と
こ
ろ
は
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
ま
た
番
薯
作
の
盛
ん
な
と
こ
ろ

　
　

で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
頴
建
省
の
幅
・
興
・
泉
・
涼
の
四
府
と

　
　

廣
東
省
東
境
の
潮
州
と
で
は
、
番
薯
を
も
っ
て
米
糧
に
代
え
る
風
が

　
　

盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

南
シ
ナ
人
も
娶
を
食
っ
た
。
し
か
し
第
一
、
頴
建
（
等
）
人
で
喪
を

　
　

食
う
も
の
は
多
く
は
な
か
っ
た
し
、
第
二
、
決
し
て
好
き
で
食
っ
て

　
　

い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
隔
。
食
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と

　
　

で
あ
る
。
こ
の
粘
、
中
シ
ナ
人
に
と
っ
て
も
同
然
で
あ
っ
た
で
あ
る

　
　

う
。
番
薯
と
も
な
る
と
、
主
食
と
し
て
の
適
性
は
恐
ら
く
１
　
以
下
で

　
　

あ
る
。
専
東
で
は
こ
れ
を
も
っ
て
「
飯
と
作
し
」
て
い
た
と
も
い
わ

　
　

れ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
僻
地
の
民
か
窮
民
の
た
め
の
食
料
に

　
　

し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
事
賓
、
頴
建
省
各
府
の
郷
僻
の
處
の
民
人
は

　
　

多
く
薯
預
を
食
っ
て
竟
に
こ
れ
を
以
っ
て
敷
月
の
糧
に
充
て
た
と
も

　
　

い
わ
偏
、
ま
た
、
同
省
の
窮
民
は
こ
れ
を
種
え
て
餉
口
の
計
を
な
し
、

　
　

稲
を
種
え
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
番
薯
は

　
　

ふ
つ
う
毎
触
銭
一
文
。
場
所
に
よ
っ
て
は
毎
十
触
七
文
の
こ
と
も
あ

　
　

り
、
一
人
一
日
の
食
費
が
わ
ず
か
一
二
文
ご
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
沁
゜

　
　

ど
ん
底
の
民
衆
だ
ち
か
甘
じ
て
こ
れ
に
生
命
を
托
し
た
ゆ
え
ん
に
外

　
　

な
ら
な
い
。

　
　
　

二

　

産
‥
貪
米
原
域
内
で
の
米
穀
の
需
給
開
係
（
上
）

　

あ
る
所
で
は
二
１
　
が
、
ま
た
あ
る
所
で
は
番
薯
ま
で
か
作
り
か
っ

食
わ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
と
も
か
く
中
・
南
シ
ナ
の
各
省
分
か
、

全
膿
と
し
て
み
て
産
米
‥
食
米
の
匝
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
問
題
は
な

い
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
各
省
分
は
、
各
省
単
位
の
米
穀
の
生
産
と
消

費
・
供
給
と
需
要
と
の
開
係
に
っ
い
て
い
う
か
ぎ
り
、
け
っ
し
て
一

様
の
状
態
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
甕
ま
た
は
番
薯
の
産
・
食

が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
か
各
自
に
そ
の
所
要
の

米
穀
を
自
足
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
よ
り
巌
密
に
い

え
ぼ
、
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
、
純
粋
に
経
酒
的
な
見
地
か
ら
み
て
も
、
と
い
う
の
は
、
あ

ら
ゆ
る
政
治
的
な
影
響
を
、
服
り
に
排
除
し
て
考
え
て
み
て
も
、
各

省
内
部
に
お
け
る
、
少
な
く
と
も
、
抽
象
的
な
理
窟
の
上
か
ら
そ
う

あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
米
穀
の
供
給
量
（
Ｓ
）
と
需
要
量
（
Ｄ
）
と
の
開
係
、

む
し
ろ
そ
の
場
合
の
Ｓ
一
Ｄ
の
比
率
が
、
自
然
地
理
的
・
人
文
地
理

的
な
諸
條
件
に
左
右
さ
れ
て
、
各
省
ご
と
に
相
営
か
け
隔
た
っ
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
は
っ
き
り
し
た
統
計

計
数
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
立
臆
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
國
と
く
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に
清
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
菌
中
國
に
、
統
計
的
な
敷
字
か
少
な
く
、

　
　

た
と
え
絶
對
的
に
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
‘
て
も
、
安
心
し
て
信

　
　

頼
で
き
る
敷
字
か
極
め
て
少
な
い
こ
と
は
學
界
の
常
識
で
あ
る
。
理

　
　

論
的
ｙ
は
、
Ｄ
は
Ｉ
人
一
年
営
り
米
穀
不
均
消
費
量
×
食
米
人
数
、

　
　

Ｓ
は
稲
米
作
付
延
べ
面
積
（
二
毛
作
地
を
合
む
）
×
畝
営
り
平
均
収
量

　
　

で
割
り
出
さ
れ
る
は
ず
で
は
あ
る
が
、
常
識
的
に
も
大
瞼
の
見
営
の

　
　

っ
く
平
均
消
費
量
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
の
諸
項
に
つ
い
て
は
、
ど

　
　

れ
一
つ
に
つ
い
て
も
、
信
用
で
き
る
数
字
は
呉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　

Ｓ
一
Ｄ
の
少
な
く
と
も
は
っ
き
り
し
た
数
値
を
捕
え
る
こ
と
は
不
可

　
　

能
で
あ
る
。
な
い
物
ね
だ
り
は
止
め
る
に
若
く
は
な
い
。

　
　
　

た
だ
幸
い
、
清
代
の
政
書
の
う
ち
に
は
各
省
の
提
出
に
か
か
る
奏

　
　

鎗
冊
、
’
す
な
わ
ち
年
次
財
政
決
算
報
告
書
に
み
え
た
、
田
土
總
数
に

　
　

開
す
る
統
計
数
が
何
年
分
か
の
こ
っ
て
い
る
。
す
で
に
小
竹
文
夫
氏

　
　

も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
統
計
は
、
主
と
し
て
各
地
方
政
府

　
　

が
田
賦
収
入
を
測
定
し
て
、
中
央
趾
金
あ
る
い
は
趾
糧
の
標
準
と
し

　
　

た
い
わ
ゆ
る
定
額
の
合
計
で
あ
っ
て
、
定
額
外
の
調
査
不
行
届
あ
る

　
　

い
は
隠
蔽
さ
れ
た
耕
地
等
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
一
畝
の

　
　

大
い
さ
の
地
方
的
差
異
を
別
と
し
て
も
、
奏
錦
冊
の
数
額
と
そ
の
時

4
9
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の
賓
際
の
耕
地
面
積
と
は
全
く
別
物
な
の
で
あ
ヤ
氏
自
身
『
康

煕
二
十
四
年
（
一
六
八
五
年
）
の
奏
飽
食
敷
、
天
下
民
田
總
計
六
百
七
萬

八
千
四
百
三
十
一
頃
一
畝
蝕
、
雍
正
二
年
（
一
七
二
四
年
）
の
そ
れ
の
六

百
八
十
三
萬
七
千
九
百
十
四
頃
二
十
七
畝
他
に
對
し
て
、
康
煕
時
代

の
賓
際
耕
地
面
積
は
約
千
二
百
萬
な
い
し
は
千
三
百
萬
頃
ぐ
ら
い
で

は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
四
割
の
調
査
不
行
届
あ
る

い
は
隠
蔽
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
雍
正
時
代
に

久
し
く
四
川
省
の
巡
撫
を
し
て
い
た
憲
徳
は
、
そ
の
五
年
十
一
月
に

は
、
川
省
の
隠
田
は
別
省
に
比
べ
る
と
同
じ
で
な
い
、
別
省
の
欺
隠

は
十
の
で
一
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
川
省
の
欺
隠
と
な
る
と
所
在
に
皆

あ
る
と
い
い
、
大
が
か
り
な
丈
量
検
地
の
済
ん
だ
八
年
八
月
に
は
、

川
省
の
従
前
の
田
地
の
欺
隠
は
委
に
十
の
五
六
に
係
る
と
断
じ
て
い

勾
。
小
竹
氏
の
い
う
四
割
は
多
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
全
國
不
均
し
て

二
こ
二
割
程
度
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
甚
だ

中
途
半
端
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
Ｉ
田
土
の
面
積
が

各
省
別
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
手
が
か
り
に

す
る
事
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
ま
で
は
旦
Ｄ
の
数
値
に
近
づ
き

得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

ま
す
、
主
要
な
産
米
‥
食
米
地
帯
と
し
て
の
中
シ
ナ
の
う
ち
で
も
、

比
較
的
重
要
で
な
い
雲
南
・
貴
州
の
二
省
を
の
ぞ
い
た
自
他
の
七
省
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と
、
必
ず
し
も
主
要
産
米
‥
食
米
地
１
　
と
は
？

　
　

し
か
し
か
な
り
の
程
度
ま
で
米
を
産
し
、
ま
た
食
米
習
慣
の
相
営
普

　
　

及
し
て
い
た
南
シ
ナ
の
三
省
と
の
、
雍
正
二
年
度
奏
鎗
冊
に
お
け
る

　
　

田
土
面
積
を
廣
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
か
・

　
　

簡
明
を
期
す
る
た
め
、
千
位
以
下
の
数
字
は
四
捨
五
入
し
た
。
翠
位

　
　

は
頃
（
百
畝
）
。

-
省

　

分

　

田土面積
一一一一

江

　

蘇

　

680,000
-
湖

　

北

　

540,000
-
江西

　

480,000
--

浙江

　

460,000
-
安

　

徽

　

330,000

湖

　

南

　

310,000
-
廣

　

東

　

310,000

　

一一
四

　

川

　

210,000

一一
脳

　

建(130,000)(6)
-
廣

　

西

　　

80,000

　

こ
れ
ら
の
敷
字
は
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
営
時
の
耕
地
面
積
の
全

数
で
は
な
い
。
も
し
あ
の
憲
徳
の
推
定
が
正
し
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、

四
川
省
開
係
の
数
字
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
〇
・
四
も
し
く
は
〇
・
五

で
割
り
、
そ
の
他
の
省
分
開
係
の
敷
字
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
〇
・
八

も
し
く
は
〇
・
九
で
割
れ
ぼ
、
常
時
の
耕
地
面
積
の
全
敷
に
よ
り
近

い
も
の
が
出
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
は
す
で
あ
る
。
し
か
も
全
耕
地
面
積

は
決
し
て
直
ち
に
全
稲
作
地
面
積
で
は
な
い
。
民
國
初
期
の
産
米
省

分
ｕ
中
シ
ナ
七
省
に
お
け
る
稲
作
面
積
の
全
耕
地
面
積
に
對
す
る
比

率
に
つ
い
て
は
、
大
咳
こ
れ
を
四
割
見
営
と
み
る
調
査
―
と
い
う

よ
り
は
推
定
も
あ
る
荷
し
か
し
こ
の
敷
字
が
直
ち
に
雍
正
時
代
に

も
営
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。
雍
正
時
代
に
開

し
て
確
寅
に
い
え
る
こ
と
は
た
だ
、
田
土
面
積
ｕ
耕
地
面
積
か
ら
精

の
作
付
面
積
を
大
概
的
に
も
あ
れ
推
断
す
る
た
め
に
は
、
後
に
も
鯛

れ
る
よ
う
に
、
各
省
ご
と
に
種
々
特
殊
な
農
作
事
情
を
考
え
あ
わ
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
ば
か
り
で
あ
る
。
地
味
の
良
否
・
田
の
位
置

の
高
低
な
ど
に
よ
っ
て
匝
々
ま
ち
ま
ち
な
精
米
の
畝
営
り
収
穫
量
－

―
そ
れ
ら
を
思
う
と
き
、
田
土
面
積
ｎ
耕
地
面
積
か
ら
稽
米
の
年
収

量
ま
で
に
は
い
よ
い
よ
も
っ
て
道
遠
し
の
感
じ
な
き
を
得
な
い
。
に

も
拘
わ
ら
す
、
全
耕
地
面
積
は
あ
る
程
度
ま
で
、
稲
作
地
面
積
お
よ

び
精
米
の
年
収
量
と
並
行
的
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
後
二
者
を
確

寅
な
文
献
に
よ
っ
て
捕
捉
し
、
も
し
く
は
精
密
な
推
理
に
よ
っ
て
算

出
し
え
な
い
以
上
、
し
ば
ら
く
奏
鮒
冊
の
い
わ
ゆ
る
田
土
面
積
を
も

っ
て
、
旦
Ｄ
開
係
の
今
の
問
題
の
立
論
の
一
根
擲
に
す
る
こ
と
は

許
容
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
稽
米
の
年
収
量
の
絶
對
額
に
関
す
る
か

ぎ
り
。
江
蘇
・
安
徽
を
含
む
い
わ
ゆ
る
江
南
省
と
浙
江
省
と
は
、
モ
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拓
そ
れ
に
一
１
　
ご
矯
正
降
代
に
軸
け
る
第
。
一
級
の
大
米
ど
こ
ろ
で
あ

　
　

っ
た
と
見
な
け
れ
ぼ
な
る
ま
い
。
な
る
ほ
ど
江
南
省
の
北
部
一
帯
は

　
　

前
述
の
よ
弓
こ

　
　

ま
た
浙
江
省
に
つ
い
て
も
、
浙
西
（
杭
州
～
嘉
興
・
湖
州
）
の
民
は
税
賦

　
　

を
出
す
の
も
生
計
を
立
て
る
の
も
、
主
と
し
て
冨
絲
に
頼
っ
て
・
い
た

　
　

と
か
、
そ
の
杭
・
嘉
・
湖
三
府
属
の
地
方
は
地
が
窄
い
の
に
人
が
桐

　
　

く
、
民
間
で
は
多
く
育
冨
を
も
っ
て
業
と
し
て
い
た
の
で
、
田
地
の

　
　

大
半
で
は
桑
を
植
え
て
い
た
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
麻
を
植
え
る
こ

　
　

と
も
盛
ん
だ
っ
た
ら
し
い
。
田
土
面
積
な
い
し
は
全
耕
地
面
積
の
相

　
　

営
大
き
い
部
分
が
そ
れ
ら
の
方
面
の
用
途
に
食
わ
れ
、
稲
の
作
付
面

　
　

積
、
し
た
が
っ
て
米
の
年
収
量
も
、
相
営
ひ
か
え
目
に
見
積
ら
れ
ね

　
　

ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
江
南
省
も

　
　

し
く
は
江
蘇
省
と
浙
江
省
と
を
一
つ
に
合
わ
せ
た
も
の
は
、
依
然
と

　
　

し
て
雍
正
時
代
に
お
け
る
第
一
級
１
む
し
ろ
最
大
の
米
と
こ
ろ
で

　
　

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ

　
　

れ
ら
の
地
方
は
、
宋
元
以
来
「
蘇
・
常
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
」
と
か

　
　
　

「
江
・
浙
稔
れ
ぼ
天
下
足
る
」
と
か
い
わ
れ
て
、
天
下
の
毫
所
を
賄

　
　

う
最
大
の
米
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
下
っ
て
民
國
初
期
に
な
っ
て
も
、
湖

4
9

　

南
・
江
西
二
省
の
公
精
米
産
額
そ
れ
そ
れ
平
作
五
六
千
萬
禄
に
對
し
、

江
蘇
省
？

省
の
そ
れ
は
二
三
于
萬
揃
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
清
代
の
中
期

に
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
絶
對
量
的
に
は
や
は
り
昔
な
が
ら
の
面
影

を
残
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
天
下
最
大
の
米
ど
こ
ろ
も
、
し
か
し
、
稲
米
に
對
す
る
需
要

な
い
し
は
そ
の
消
費
の
面
か
ら
見
直
さ
れ
る
と
、
足
許
が
大
分
怪
し

く
な
っ
て
来
る
。
な
っ
て
来
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

場
合
の
立
論
に
必
要
な
米
穀
の
消
費
人
口
に
つ
い
て
も
、
信
頼
で
き

る
よ
う
な
計
敷
は
な
い
。
と
く
に
各
省
別
の
人
口
統
計
は
な
い
。
わ

す
か
に
そ
の
各
省
別
の
人
口
統
計
に
代
用
で
き
そ
う
な
資
料
と
し
て

は
、
『
雍
正
大
清
會
典
』
『
皇
朝
文
献
通
心
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
と
ヽ

省分

　

人丁敷
-
浙江2,760,000丁
一
江

　

蘇

　

2,670,000
一
江

　

西

　

2,170,000
一一一
回

　

建

　

1,430,000
一
安

　

徽

　

1,360,000
一一一
読

　

東

　

1,140,000
一
湖

　

北

　　

450,000
-|

　　　　　

’
湖

　

南

　　

340,000
一
廣西

j

　

200,000

四

　

川

　　

150,000

雍
正
二
年
の
直
省
人
丁
数
の
統
計
を
畢
げ
る
こ
と
か
で
き
る
。
問
題

の
十
省
の
人
丁
敷
を
、
前
の
田
土
面
積
の
場
合
の
例
に
な
ら
つ
て
、
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4
9
6

　

多
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
す
る
と
前
の
と
５
　
り
で
あ
る
。
子
位
以
下

　
　

の
数
字
は
四
捨
五
入
。
こ
こ
に
人
丁
と
は
十
六
歳
以
上
六
十
歳
以
下

　
　

の
成
年
男
子
を
い
う
。
清
朝
で
は
賦
役
黄
冊
す
な
わ
ち
徴
視
毫
帳
を

　
　

編
纂
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
は
三
年
に
一
度
、
後
に
は
五
年
に
一
度
、

　
　

課
税
對
象
と
し
て
の
人
丁
数
の
調
査
を
行
い
、
こ
れ
を
編
審
と
い
っ

　
　

た
か
、
前
に
掲
げ
た
統
計
計
数
も
そ
の
よ
う
な
編
審
に
よ
っ
て
得
ら

　
　

れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
人
丁
数
は
必
ず
し
も
直
ち
に
戸
徴
で
も

　
　

な
け
れ
ば
、
ま
し
て
？
大
小
口
を
ふ
く
む
い
わ
ゆ
る
口
数
で
は
な
い
。

　
　

た
だ
常
時
は
、
一
戸
五
六
人
（
丁
）
の
場
合
で
も
た
だ
一
人
子
）
、
九

　
　

丁
・
十
丁
の
場
合
も
亦
一
・
二
人
（
丁
）
が
銭
糧
を
交
納
す
る
と
い
う

　
　

賞
状
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
例
え
ば
乾
隆
元
年
修
『
四
川
通
志
』
の
よ

　
　

う
に
「
戸
」
す
な
わ
ち
「
丁
」
と
し
て
い
る
も
の
も
無
い
で
は
な
い
。

　
　

中
國
の
人
口
學
者
陳
長
衡
氏
と
と
も
に
、
人
丁
敷
は
大
膿
戸
数
に
相

　
　

営
し
た
も
の
と
み
て
大
過
は
あ
る
ま
呻
。
一
戸
の
平
均
人
数
を
五
口

　
　

と
す
る
と
、
一
庖
モ
の
人
丁
数
か
ら
人
口
数
屯
割
り
出
さ
れ
る
わ
け

　
　

で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
曲
り
な
り
に
も
了
解
の
通
路
が
付
い
て

　
　

い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
更
に
問
題
に
な
る
の
は
そ
の
数
字
の
精
確

　
　

度
だ
が
、
こ
の
場
合
も
田
土
の
場
合
と
同
じ
く
税
金
の
か
れ
の
た
め

　
　

の
隠
匿
か
多
く
、
三
割
ち
か
く
も
隠
匿
・
未
報
の
も
の
が
あ
っ
だ
の

で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

直
省
人
丁
数
か
ら
常
時
の
人
口
を
推
定
す
る
た
め
に
も
、
こ
う
し

て
種
々
の
計
数
的
な
修
正
を
繩
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
し
か
し
こ
の
人
丁

数
が
、
先
の
田
土
面
積
家
の
稲
米
の
年
収
量
に
對
す
る
場
合
以
上
に
、

食
米
人
口
数
１
と
く
に
理
論
的
な
食
米
人
口
数
、
す
な
わ
ち
、
で

き
た
ら
精
米
を
食
っ
た
で
あ
ろ
う
人
口
数
に
對
す
る
、
よ
り
親
近
な
、

よ
り
精
確
な
系
数
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
多
言
を
待
た

す
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
今
こ
の
人
丁
数
値
（
Ａ
）
を
も
っ
て
田
土

面
積
数
値
（
Ｆ
）
を
除
し
て
み
よ
う
。
そ
の
商
Ｆ
一
Ａ
は
、
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
我
々
の
知
り
た
い
と
思
う
Ｓ
【
Ｄ
で
は
な

い
。
し
か
し
、
各
省
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
一
Ａ
・
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

^

-
1

(
ＭC
^

C
OW

…
…
の
系
列
か
、
Ｓ
一
Ｄ
・
Ｓ
一
Ｄ
・
Ｓ
一
Ｄ
…
…
…
の
系
列
と
、
ほ
ぼ

並
行
的
な
闘
係
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
極
め
て
見
易
い

道
理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
に
よ
っ
て
叡
値
の
大
き
な
も
の
か
ら
順

に
表
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
見
え
る
叡
字
は
、
全
賠
的
に
み
て
か
な
り
頼
り
な
い
基
礎

に
立
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
省
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
修
正
さ
る
べ
き
除
地
が
少
な
く
な

い
。
江
蘇
・
安
徽
お
よ
び
浙
江
の
諸
省
に
つ
い
て
は
前
に
す
で
に
述
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省

　

分

　

Ｆ÷Ａの商
一一

四

　

川

　　

1.400
一一
湖

　

北

　　

1.200

-~
湖

　

南

　

0.912

一一
廣

　

西

　　

0.400
-
廣

　

東

　　

0.272
-一
江

　

蘇

　　

0.258

　

~
安

　

徽

　　

0.243

-~
江

　

西

　　

0.221
-
浙

　

江

　　

0.167

一
肩

　

建

　　

0.092

　
　

べ
た
。
比
較
的
に
田
家
）
廣
人
（
Ａ
）
稀
の
北
部
一
帯
が
、
麦
作
″
非

　
　

米
作
匝
域
と
し
て
計
算
か
ら
相
除
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
前
二
者

　
　

の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
稀
な
と
ま
で
は
い
か
す
と
も
、
と

　
　

奄
か
く
田
土
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
高
度
商
品
性
作
物
１
い
わ
ゆ

　
　

る
換
金
作
物
的
な
も
の
の
栽
培
の
い
わ
ば
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
て
い
た

　
　

後
者
の
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
條
件
が
Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
に
對
し
て

　
　

負
の
力
と
な
っ
て
働
く
。
Ｆ
一
Ａ
第
二
位
の
湖
北
省
に
つ
い
て
も

　
　

麦
作
ｕ
非
米
作
匠
域
が
差
し
引
か
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

　
　

こ
れ
ま
た
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

廣
東
省
に
つ
い
て
は
、
正
・
負
両
様
の
力
が
働
い
て
い
た
よ
う
に

　
　

思
わ
れ
る
。
マ
イ
ナ
ス
の
そ
れ
は
浙
江
省
（
ま
た
恐
ら
く
は
江
蘇
省

　
　

の
南
部
）
と
同
じ
で
、
有
利
な
換
金
作
物
の
た
め
の
土
地
利
用
が
盛

4
9

　

ん
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
換
金
作
物
の
栽
培
は
、
営
時
、
多
か
れ

少
な
か
れ
、
全
國
的
な
規
模
で
行
わ
れ
は
」
た
も
の
の
、
や
は
り
民

度
の
進
ん
だ
江
・
浙
・
廣
東
な
ど
の
諸
省
で
は
こ
と
の
ほ
か
盛
ん
で

あ
り
、
問
題
の
廣
東
省
に
闘
し
て
は
、
本
處
の
人
が
た
だ
貪
利
重
財

を
知
り
、
地
土
を
も
っ
て
多
く
龍
眼
ゝ
甘
薦
・
姻
葉
・
青
龍
の
肩
を

種
え
、
も
っ
て
民
富
ん
で
米
の
貴
な
る
を
致
し
た
こ
と
か
非
難
の
意

を
こ
め
て
指
摘
さ
れ
て
い
伝
・
こ
れ
に
對
す
る
プ
ラ
ス
の
力
と
は
ヽ

稲
米
の
二
毛
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
雍
正
期
中
國
に
お
け
る

稲
米
の
二
毛
作
適
地
と
し
て
は
、
一
お
う
江
南
・
江
西
・
湖
廣
・
岑

東
（
廣
東
）
等
の
諸
省
の
名
が
皐
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
雍

正
帝
の
い
わ
ぼ
噂
の
聞
き
書
き
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
数
省
で
は
一
歳

再
熟
の
稲
が
あ
る
と
聞
い
て
ざ
る
。
風
土
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
に

食
乏
し
き
に
至
る
と
は
、
地
土
の
力
に
は
除
り
が
あ
っ
て
、
播
植
の

功
が
足
ら
な
い
の
だ
云
云
、
と
言
知
も
の
の
中
に
見
え
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
廣
東
省
以
外
に
う
い
て
は
、
検
索
不
足
の
た
め
か
も
知
れ

ぬ
が
、
『
浙
江
通
志
』
倦
一
百
一
、
物
産
一
、
温
州
の
條
を
例
外
と

し
て
、
他
に
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
者
を
認
め
な
い
。

　

ひ
と
り
廣
東
省
に
つ
い
て
は
、
王
士
俊
は
雍
正
六
年
に
、
専
東
の

田
畝
は
一
歳
に
雨
収
す
る
、
本
年
は
春
か
ら
夏
ま
で
照
り
降
り
か
順

調
だ
っ
た
の
で
、
早
稲
は
豊
か
に
稔
り
、
晩
禾
は
茂
盛
し
て
い
る
と
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い
叩
那
個
達
は
九
年
に
、
専
東
地
方
で
は
一
年
に
湯
次
耕
穫
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　

り
、
民
は
多
く
力
稿
す
る
と
報
じ
て
ぃ
ひ
。
と
く
に
孔
脱
絢
が
、
廣

　
　

東
は
素
よ
り
魚
米
の
郷
だ
と
櫓
わ
れ
て
ぃ
た
。
し
か
し
生
歯
か
繁
庶

　
　

で
家
に
は
積
蓄
が
鮮
な
い
。
一
歳
両
次
の
収
成
で
や
っ
と
ロ
に
湖
す

　
　

る
に
足
っ
て
い
る
と
傅
え
て
ぃ
か
の
は
ヽ
二
毛
作
と
い
う
土
地
利
用

　
　

の
、
同
省
食
糧
経
済
に
對
す
る
寄
呉
を
端
的
に
っ
く
も
の
と
し
て
興

　
　

味
が
ふ
か
い
。
米
の
収
量
を
標
準
に
し
て
ぃ
う
限
り
、
田
土
（
Ｆ
）
が
、

　
　

た
と
え
二
倍
と
ま
で
は
い
か
す
と
も
、
一
黙
何
倍
か
に
は
利
用
さ
れ

　
　

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
民
國
初
期
に
お
け
る
中
國
の
稿
作
回

　
　

敷
に
つ
い
て
は
、
廣
東
地
方
竺
二
月
中
頃
植
附
を
了
し
、
二
毛
作
又

　
　

は
三
毛
作
な
り
、
南
支
那
地
方
一
般
に
二
毛
作
多
く
、
湖
南
省
及
江

　
　

西
省
の
南
部
に
も
二
毛
作
の
所
少
な
し
と
せ
す
、
揚
子
江
沿
岸
地
方

　
　

は
一
毛
作
な
り
と
傅
え
ら
れ
て
ぃ
る
。
多
毛
作
は
廣
東
省
で
、
と
く

　
　

に
顕
著
た
っ
た
わ
け
で
、
二
百
年
以
前
に
あ
っ
て
も
大
優
同
じ
よ
う

　
　

な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　

廣
東
省
の
Ｆ
一
Ａ
に
對
す
る
プ
ラ
ス
ー
マ
イ
ナ
ス
の
力
は
、
む
し

　
　

ろ
プ
ラ
ス
に
分
か
あ
り
、
悪
く
ぃ
っ
て
相
殺
に
か
わ
っ
た
程
度
で
は

　
　

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
と
も
か
く
「
口
に
匍
す
る
に
足
る
」

　
　

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
後
述
の
、
二
年
迪
績
豊
作
後
の
同
省
食

　

糧
事
情
の
賞
際
な
と
が
ら
推
想
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に

　

楽
観
的
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　

Ｆ
一
Ａ
計
数
を
修
正
す
べ
き
諸
條
件
中
の
最
後
の
も
の
と
し
て
、
わ

　

れ
わ
れ
は
、
帳
簿
上
の
隠
匿
の
場
合
に
５
　
け
る
、
田
土
（
Ｆ
）
の
隠
匿

　

率
と
人
丁
（
Ａ
）
の
そ
れ
と
の
違
い
＝
開
き
を
皐
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
ば
双
方
の
隠
匿
率
そ
の
も
の
が
最
も
大
き
く
、
し
か
も
、
史

　

料
的
に
最
も
賓
相
を
つ
か
み
易
い
四
川
省
の
場
合
を
例
鐙
と
し
て
読

　

明
し
て
か
く
こ
と
に
し
よ
う
。
雍
正
五
年
、
巡
撫
の
馬
會
伯
に
よ
つ

　

て
口
火
を
切
ら
れ
、
後
任
者
の
憲
徳
ら
に
よ
っ
て
逐
行
さ
れ
た
同
省

　

内
に
お
け
る
田
地
の
丈
量
（
後
に
再
説
）
は
、
同
八
年
に
い
た
っ
て
】
か

　

う
成
功
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
雍
正
二
年
度
現
在
の
田
土
二
十

　

一
萬
頃
・
人
丁
十
五
萬
と
い
う
数
宇
に
は
、
営
然
重
大
な
改
訂
が
加

　

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
単
純
な
二
年
度
以
前
に

　

お
け
る
隠
匿
の
摘
扱
ば
か
り
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
二
年
度
以
前

　

か
ら
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
に
も
引
き
つ
づ
い
た
、
盛
ん
な
開
墾

　

（
い
わ
ゆ
る
隠
墾
で
あ
っ
て
そ
の
結
食
も
隠
匿
さ
れ
た
）
と
大
規
模
な
移
民

　

の
流
入
―
雍
正
五
年
だ
け
で
も
四
川
に
遷
移
す
る
も
の
か
敷
萬
を

″
下
ら
な
か
つ
た
と
い
わ
れ
る
１
と
に
も
依
る
も
の
で
あ
つ
た
か
、

　

と
も
か
く
そ
れ
ら
の
敷
字
の
大
改
訂
が
必
要
に
な
っ
た
。
ま
た
事
賞
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そ
れ
ら
は
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
。
乾
隆
十
八
年
の
記
録
に
、
四
川
省

　
　

の
田
土
を
四
十
六
萬
頃
（
略
敷
）
・
丁
数
を
七
十
五
萬
（
略
敷
）
と
す
る
も

　
　

の
か
そ
れ
で
あ
る
。
丈
量
田
地
冊
籍
の
完
成
し
た
雍
正
八
年
に
、
そ

　
　

の
営
事
者
で
あ
る
巡
撫
憲
徳
が
、
田
地
銭
糧
０
数
目
が
先
に
比
べ
て

　
　

倍
増
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
従
前
の
欺
隠
は
委
に
十
の
五
六
に
係
ろ

　
　

う
と
断
定
一
一
」
、
そ
の
四
年
配
に
そ
の
後
任
の
郡
昌
が
、
先
年
は
地

　
　

土
が
豪
強
に
隠
占
さ
れ
て
い
た
が
、
丈
量
よ
り
以
来
は
田
畝
が
日
に

　
　

闘
け
糧
賦
が
倍
増
し
た
と
い
知
場
合
の
立
論
に
、
具
謄
的
な
根
擦
を

　
　

提
供
し
た
計
敷
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
計
数
に
近
い

　
　

も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
雍
正
二
年
度
か
ら
八
年
度
へ

　
　

の
増
加
率
、
し
た
が
っ
て
雍
正
二
年
度
現
在
に
お
け
る
隠
匿
率
は
、

　
　

田
土
の
場
合
と
人
丁
の
場
合
と
で
甚
だ
し
く
違
う
。
結
局
、
雍
正

　
　

八
年
度
と
い
う
か
、
乾
隆
十
八
年
度
と
い
う
か
の
四
川
省
に
お
け
る

　
　

Ｆ
一
Ａ
の
数
値
は
、
雍
正
二
年
度
に
對
す
る
そ
れ
の
Ｉ
・
四
と
は
似

　
　

も
っ
か
ぬ
〇
・
六
一
三
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　

四
川
省
の
場
合
は
少
し
極
端
で
あ
る
か
、
し
か
し
こ
の
種
の
計
敷

　
　

的
偏
差
に
も
と
づ
く
Ｆ
一
Ａ
敷
値
の
修
正
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の

　
　

ど
の
省
分
の
場
合
に
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
可
動
的
で
ご
ま

4
9
9

　

か
し
易
い
人
丁
の
方
に
よ
り
隠
匿
率
が
大
き
く
、
そ
の
意
味
で
前
表

の
Ｆ
一
Ａ
計
敷
か
、
巌
密
な
調
査
を
も
と
に
す
る
と
、
軒
な
み
に
下
っ

て
来
そ
う
な
こ
と
は
想
像
で
き
る
と
し
て
、
ざ
て
そ
れ
以
上
、
ど
の

よ
う
に
し
て
、
そ
の
巌
密
な
調
査
結
果
に
近
い
数
字
を
求
め
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
か
な
り
面
倒
な
問
題
だ
け
れ
ど
も
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
前
掲
中
・
南
シ
ナ
十
省
分
に
お
け
る
Ｆ
｛
Ａ
の

敷
値
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
修
正
な
い
し
は
調
整
を
加
え
る
こ

と
の
で
き
る
飴
地
を
含
み
、
ま
た
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
も
っ
て

い
る
の
で
は
あ
る
が
、
た
だ
極
く
大
彊
の
相
對
的
な
順
序
と
し
て
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
狂
い
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
後
に
も
述
べ
る
よ
う

に
、
江
西
省
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
か
に
か
な
り
大
き
な
計
敷
上
の
誤

差
か
あ
っ
て
、
同
省
は
本
来
な
ら
ぼ
も
っ
と
上
位
に
、
お
そ
ら
く
は

湖
南
省
の
直
ぐ
次
ぎ
ぐ
ら
い
に
あ
っ
た
は
す
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

ほ
か
、
湖
北
省
と
湖
南
省
と
の
間
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
逆
韓
さ
せ
た

方
が
適
営
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
無
い
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
大
膿
の
順
序
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
数
値
の
系

列
が
案
外
た
し
か
な
と
こ
ろ
を
傅
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
か
も
こ
の
系
列
は
ま
た
、
中
國
に
お
け
る
産
―
食
米
匝
域
内
で
の

米
穀
の
需
給
開
係
を
、
純
粋
に
経
済
的
な
見
地
か
ら
眺
め
た
場
合
の
、

各
省
分
ご
と
の
Ｓ
一
Ｄ
の
敷
値
の
系
列
の
、
お
ぼ
ろ
で
は
あ
る
が
、
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5
0
0

　

必
ず
し
も
間
違
い
で
は
な
い
反
映
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

三

　

産
ｎ
貪
米
区
域
内
で
の
米
穀
の
需
給
関
係
（
中
）

　

雍
正
期
‥
中
・
南
シ
ナ
の
各
省
内
部
に
お
け
る
米
穀
の
供
給
量
と
需

要
量
と
の
間
の
比
率
、
す
な
わ
ち
Ｓ
一
Ｄ
の
数
値
の
よ
り
現
賓
的
な

姿
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
上
節
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
純
粋
に
経
済

的
な
素
因
の
働
き
か
け
以
外
に
、
よ
り
政
治
的
な
素
因
の
介
入
と
そ

の
影
響
と
に
考
慮
を
彿
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
一
二
考
え
う
る
政
治
的

な
素
因
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
そ
の
影
響
が
明
白
で
も
あ
り
、
顕
著

で
も
あ
っ
た
も
の
は
、
山
東
・
河
南
と
い
う
二
つ
の
北
シ
ナ
省
分
の

ほ
か
、
主
と
し
て
は
中
シ
ナ
の
六
省
（
後
出
）
か
ら
徴
収
さ
れ
た
い
わ

ゆ
る
漕
糧
の
問
題
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
清
朝
は
、
明
代
の
奮
制
を
そ
の
ま
ま

受
け
つ
い
で
、
田
賦
丁
税
の
大
部
分
を
銀
の
形
で
出
さ
せ
る
ほ
か
、

一
部
を
糧
す
な
わ
ち
米
・
娶
・
豆
な
ど
、
と
く
に
大
米
（
主
と
し
て

中
シ
ナ
各
省
）
お
よ
び
小
米
（
主
と
し
て
山
東
・
河
南
二
省
）
の
形
で
も

納
め
さ
せ
た
。
糧
の
そ
の
ま
た
一
部
は
、
存
留
糧
と
名
づ
け
て
こ

れ
を
各
地
方
に
と
と
め
る
。
地
方
に
存
留
さ
れ
た
糧
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
常
千
倉
そ
の
他
の
官
倉
に
貯
蔵
さ
せ
る
と
い
う
覗

も
な
い
で
は
な
ツ

　

そ
の
他
の
官
倉
は
と
も
か
く
、
端
境
期
に
お

け
る
米
價
の
調
節
を
主
要
な
任
務
と
す
る
、
常
千
倉
に
貯
蔵
さ
れ

た
か
ど
う
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。
雍
正
九
年
の
日
附
を
も
っ

幅
建
巡
無
趙
國
麟
の
奏
摺
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
同
省
の
糧
儲

道
か
通
省
の
兵
糧
十
二
萬
八
千
一
百
除
石
を
管
理
し
て
い
た
事
責
を

傅
え
て
い
か
・
こ
の
兵
糧
の
石
敷
は
、
あ
と
で
表
示
す
る
雍
正
二

年
の
本
省
の
存
留
糧
敷
と
符
合
す
る
。
ま
た
、
廣
東
巡
撫
・
祁
玉

麟
に
よ
る
と
、
同
省
の
糧
道
衛
門
の
毎
年
現
収
す
る
米
は
二
十
四

萬
七
千
八
百
三
十
三
石
零
で
あ
っ
た
と
い
匁
。
こ
れ
ま
で
が
、
お
な

じ
雍
正
二
年
の
本
省
｀
の
存
留
糧
敷
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
は
果
し

て
偶
然
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
で
も
糧
道
が
管
理
し
た
か
ど
う
か

は
別
問
題
と
し
て
、
存
留
糧
は
い
っ
で
も
、
年
ご
と
に
兵
米
Ｉ
Ｉ
ｉ
巌

密
に
は
兵
米
の
一
部
―
を
支
辨
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
（
兵
米
の
一
部
と
い
う
の
は
、
各
営
の
兵
丁
に
は
月
支
の
糧

米
か
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
人
口
衆
多
の
家
で
は
必
ず
市
舗
か

ら
買
湊
し
て
日
用
に
資
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

‥
い
、
そ
う
で
は
な
く

と
も
土
地
土
地
の
事
情
に
よ
っ
て
は
、
糧
米
の
全
部
も
し
く
は
一
部

を
、
初
め
か
ら
銀
の
形
で
折
支
さ
れ
、
米
舗
に
つ
い
て
買
食
さ
せ
、

時
に
は
州
髄
か
ら
米
價
を
米
舗
に
交
付
し
、
兵
丁
は
米
舗
か
ら
米
を
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受
け
と
る
と
ｃ
.
う
こ
と
さ
え
あ
っ
た
か
ら
で
あ
か
）
。
例
え
ば
、
州
蒜

　
　

か
ら
本
色
米
を
徴
収
す
る
の
は
原
毛
と
兵
糧
を
支
放
す
る
た
め
だ
と

　
　

か
、
繊
江
府
京
口
の
旗
管
の
兵
米
の
、
歳
に
八
萬
石
い
る
も
の
は
、

　
　

向
来
、
附
近
の
州
蒜
に
派
撥
け
て
米
を
運
ん
で
放
給
し
て
い
た
な
ど

　
　

と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
兵
糧
も
し
く
は
兵
米
こ
そ
、
い
わ
ゆ

　
　

る
存
留
糧
の
成
れ
の
は
て
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
兵
丁
の
月
米
を

　
　

運
貯
す
る
米
倉
は
、
性
質
上
、
積
貯
を
僅
備
し
て
借
し
た
り
耀
し
た

　
　

り
す
る
穀
倉
か
ら
は
匝
別
さ
る
べ
き
で
あ
っ
が
・
地
方
に
よ
っ
て
名

　
　

将
の
違
う
こ
と
も
あ
る
が
、
例
え
ば
山
西
省
の
大
同
府
で
は
大
有
倉
、

　
　

朔
平
府
で
は
常
豊
倉
と
い
う
の
が
糧
石
を
存
貯
し
て
軍
需
の
用
に
備

　
　

う
べ
き
官
倉
で
あ
っ
た
。
存
留
糧
が
常
平
倉
、
も
し
く
は
、
名
は
違

　
　

っ
て
も
そ
れ
と
同
種
の
官
倉
に
貯
蔵
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
異
常

　
　

な
特
例
と
し
て
で
も
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
有
り
得
な
か
っ
た
こ
と
で

　
　

あ
ろ
う
。

　
　
　

存
留
糧
を
除
い
た
大
部
分
の
糧
は
、
漕
糧
、
す
な
わ
ち
漕
運
米
・

　
　

漕
米
と
し
て
中
央
に
逡
ら
れ
る
。
漕
糧
の
う
ち
で
も
、
京
倉
に
趾
っ

　
　

て
八
旗
三
管
の
兵
食
に
供
す
る
も
の
を
正
兌
漕
糧
と
い
い
、
通
州
倉

　
　

に
箆
っ
て
王
公
百
官
俸
廣
の
用
に
供
す
る
も
の
を
改
兌
漕
糧
と
い
っ

5
0
1

　

た
。
正
改
二
兌
の
漕
糧
が
、
中
央
向
け
と
地
方
向
け
と
の
差
こ
そ
あ

れ
、
い
わ
ゆ
る
存
留
糧
と
同
じ
性
質
を
も
っ
も
０
　
で
あ
っ
た
こ
と
は

見
や
す
い
道
理
で
あ
ろ
う
か
、
事
賞
、
湖
北
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
王

士
俊
も
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
楚
省
で
経
徴
す
る
民
米
は
、
例
と
し

て
漕
・
南
の
二
項
に
分
け
る
。
そ
の
漕
糧
は
旗
丁
か
領
運
す
る
。
各

各
水
次
に
お
い
て
参
に
兌
し
て
參
に
開
し
、
運
ん
で
通
州
倉
に
い
た

っ
て
交
卸
す
る
。
そ
の
南
糧
は
各
州
蒜
が
荊
州
倉
（
湖
北
）
に
運
逡
し

て
満
洲
標
管
の
兵
食
に
供
す
ひ
」
と
・
同
じ
民
米
が
二
つ
に
分
か
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
中
の
南
糧
は
、
そ
の
南
米
の
一
項
は
本

省
の
兵
糧
に
給
す
る
に
係
る
と
い
わ
れ
る
浙
江
省
に
つ
い
て
の
南
米

と
同
じ
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
存
留
糧
で
あ
る
。
正
改
兌
漕
糧
・
存
留

糧
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
白
糧
と
い
う
も
の
知
あ
っ
た
。
江
蘇
省
の

蘇
州
・
松
江
・
常
州
の
三
府
と
太
倉
州
、
浙
江
省
の
嘉
興
・
湖
州
の

二
府
な
ど
か
ら
徴
収
し
て
京
通
二
倉
に
廻
り
、
内
務
府
・
光
縁
寺
に

供
し
て
王
公
百
官
各
國
貢
使
の
廉
叙
の
用
に
営
て
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
た
だ
そ
の
数
量
は
も
っ
と
も
少
な
い
。

　

清
朝
は
、
そ
こ
は
異
民
族
統
治
の
か
な
し
さ
、
漢
民
族
に
對
し
て

「
善
政
」
ぶ
り
を
ひ
け
ら
か
す
必
要
も
あ
り
、
旱
害
・
水
害
・
潮
害
・

風
害
・
能
害
・
飢
饉
あ
ら
ゆ
る
機
會
を
と
ら
え
て
、
気
前
よ
く
銭
糧

す
な
わ
ち
税
賦
の
免
除
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
清
朝
に
し
て
か
ら
、
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0
2

　

漕
糧
な
ど
に
営
っ
べ
き
本
色
徴
収
税
だ
け
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
免

　
　

除
の
範
圖
か
ら
外
し
て
い
た
。
免
除
し
た
事
例
が
皆
無
だ
と
い
う
の

　
　

で
は
な
い
。
し
か
し
稀
に
免
除
す
る
場
合
に
は
よ
く
よ
く
の
特
例
・

　
　

特
恩
だ
と
も
っ
た
い
づ
け
、
ふ
つ
う
は
緩
徴
措
置
を
講
じ
て
翌
年
ぼ

　
　

ら
い
、
も
し
く
は
翌
年
以
後
の
分
割
ば
ら
い
に
し
て
や
り
、
そ
う
で

　
　

な
け
れ
ば
、
定
額
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
銀
で
折
納
さ
せ
て
や
る

　
　

に
過
ぎ
な
か
っ
が
・
清
朝
の
武
力
・
政
治
力
を
そ
の
根
基
に
お
い
て

　
　

培
か
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
然
と
い
え
ば
営
然
至
極
で
は
あ
っ

　
　

た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
漕
糧
な
ど
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
清
朝

　
　

か
ら
は
重
要
視
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

そ
の
重
要
な
漕
糧
な
ど
の
雍
正
二
年
の
定
額
は
、
『
雍
正
會
典
』

　
　

（
巻
四
十
漕
建
）
と
『
皇
朝
通
考
』
（
倦
三
、
田
賦
）
と
に
よ
る
と
次
表
の

　
　

と
お
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
の
う
ち
、
浙
江
省
の
存
留
糧
百
三
十
六

　
　

萬
九
千
石
は
他
と
比
較
し
て
除
り
に
多
す
ぎ
る
。
原
訣
の
河
南
省
の

　
　

存
留
糧
と
と
も
に
、
今
か
り
に
乾
隆
十
八
年
の
敷
字
で
補
っ
て
お
い

　
　

た
。
漕
糧
に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち
の
一
部
分
を
経
常
的
に
銀
で
の
折

　
　

納
に
切
り
換
え
た
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
永
折
米
と
い
う
の
が
そ
れ

　
　

だ
。
ま
た
災
害
時
の
非
常
措
置
と
し
て
、
そ
の
地
方
の
納
む
べ
き
漕

　
　

糧
を
折
納
し
っ
放
し
に
さ
せ
た
こ
と
も
少
く
な
い
。
例
え
ば
雍
正
某

゛刎ﾆ塑ぎと匡回こ（監し懸紅白旦旦巴燧ｺ

　

一一一一-一一一一=＝-一一一一一一一
江

　

蘇

　

277,000

　　

1,328,000

　

1

　

256,100

　　

151,000

　　

2,012,100

　

一一一一
安

　

徽

　

180,000

　　　

172,000

　

1

　　

38,300

　　　

-

　　

‾‾必ぷぶ而‾

浙に（1摺洲o）‾･而ﾌご▽盲ご二ぶア‾盲而
一

　　

一
江

　

西

　

127,000

　　　

400,000

　

1

　

170,000

　　　

-

　　　　

697,000
----
湖

　

北

　

157,000

　　　

133,000

　

1

　

-

　　　

-

　　　　

290,000

　　　

----
湖

　

南

　

150,000

　　　

117,000

　

1

　

-

　　　

-

　　　　

267,000
こ一一一一－こ一一
山東

　

今回ぶ

　

・o,o。｜

　

95,600

　　　

--
一一-
河

　

南（29,000）

　　

270,000

　

1

　

110,000

　　　

-
-

　　

-一一
四

　

川

　　

57,000

　　　

-

　　

｜

　　

-

　　　　

-

　　　　

57,000
-----
廣

　

東

　

248,000

　　　

-

　　

｜

　　

-

　　　　

-

　　　　

248,000

盲‾‾F 121,000　　-　｜　一　二　121,000

-

　

-
扁

　

建

　

128,000

　　　

-

　

1

　

-

　　　

-

　　　

128,000

気心1,719,000

　

2,750,000

j　494,400　217,000　5,180,400

をのぞく

年
、
浙
江
省
嘉
興
府
肩
の
七
蒜
と
杭
属
０
　
海
寧
の
一
筋
か
農
害
を
受

け
た
。
そ
こ
で
完
む
べ
き
漕
米
の
價
を
減
じ
て
折
収
し
た
と
こ
ろ
、
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民
人
は
躊
躍
撒
呼
し
、
折
漕
さ
れ
た
米
穀
か
、
民
間
に
留
存
し
た
の

　
　

で
、
そ
れ
か
流
通
し
て
接
済
が
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
の

　
　

が
そ
れ
で
琵
匹
。
し
か
し
そ
う
し
た
場
合
以
外
、
漕
米
は
原
則
と
し

　
　

て
本
色
で
徴
収
さ
れ
た
。
用
途
が
用
途
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
け
だ
し

　
　

営
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
折
色
、
す
な
わ
ち
銀
で
納
め
さ
せ

　
　

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
必
ず
そ
の
銀
で
他
の
場
所
か

　
　

ら
米
を
採
買
し
て
こ
れ
を
運
ん
だ
。
雍
正
元
年
１
営
時
、
河
南
省

　
　

の
毎
年
徴
収
す
る
漕
糧
の
定
額
は
ま
だ
二
十
五
萬
石
蝕
で
あ
っ
た
ら

　
　

し
い
が
、
そ
の
う
ち
十
萬
石
除
だ
け
が
、
水
次
に
附
近
す
る
交
通
便

　
　

利
な
州
蒜
か
ら
、
本
色
米
と
し
て
徴
収
さ
れ
、
の
こ
る
十
五
萬
石
能

　
　

は
、
そ
の
除
の
各
属
か
ら
折
収
し
た
銀
雨
で
巡
撫
が
採
買
し
て
起
運

　
　

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
‰
。
山
東
省
の
済
寧
・
褒
州
・
東
予

　
　

三
府
層
の
州
蒜
の
漕
米
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
傅
え
ら
れ

　
　

て
い
る
。
前
表
に
そ
の
定
額
の
画
げ
ら
れ
て
い
る
漕
糧
な
ど
は
、
モ

　
　

の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
過
程
的
に
は
と
も
あ
れ
結
果
と
し
て
は
米
、

　
　

そ
れ
も
禍
き
米
の
形
で
起
運
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

前
表
の
敷
字
は
ま
た
、
輸
鐙
の
た
め
に
必
要
と
す
る
船
員
・
運
丁

　
　

ら
の
食
い
扶
持
米
、
途
中
の
鼠
害
・
湯
気
害
そ
の
他
に
よ
る
目
減
り

5
0
3

　

の
た
め
の
補
を
米
な
ど
ヽ
一
切
の
い
わ
ゆ
る
耗
米
の
分
を
含
ま
な
い

数
字
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
耗
米
の
正
米
、
す
な
わ
ち
正
規
の
漕
米
に

對
す
る
割
合
は
起
運
地
か
ら
京
・
通
二
倉
ま
で
の
距
離
の
２
｡
か
ん
に

よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
あ
る
い
は
加
一
（
一
割
）
あ
る
い
は
加
二
・
加
三

で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
と
い
お
う
か
、
時
に
は
と
い
お
う
か
、
正
米

の
八
九
割
に
建
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
不
均
し
て
も
相

営
の
割
合
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
雍
正
期
に
お
け
る
江
蘇
・
浙
江

二
省
の
正
改
二
兌
米
お
よ
び
白
糧
の
正
額
は
、
前
表
で
も
明
ら
か
な

と
お
り
、
前
者
が
約
百
七
十
四
萬
石
、
後
者
が
約
七
十
萬
石
、
〆
め

て
約
二
百
四
十
四
萬
石
で
あ
る
。
こ
れ
に
安
徽
省
の
正
改
二
兌
米
の

-

正
額
約
二
十
一
萬
石
を
加
算
し
て
も
ま
だ
三
百
萬
石
に
は
逢
し
な
い
。
1
3
9

徴
収
さ
れ
た
總
額
、
恚
い
う
意
味
で
存
留
糧
を
加
久
て
も
な
お
三
省

計
三
百
三
四
十
萬
石
そ
こ
そ
こ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
か
雍
正
帝
は
、
江

浙
二
省
は
戸
口
が
繁
多
な
の
に
、
毎
年
納
め
ね
ば
な
ら
ぬ
漕
糧
は
四

百
萬
石
に
及
ぼ
う
と
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
積
り
あ
っ
て
サ
バ
を
讃

ん
だ
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
附
加
米
を
加
算
し
た
そ
の
賓
叡
を
畢

げ
た
も
の
に
外
な
る
ま
い
。
正
耗
漕
米
は
も
ち
ろ
ん
公
的
な
性
質
の

も
の
で
あ
っ
た
が
、
清
代
の
漕
運
に
は
そ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
ま
だ
、
私

的
な
、
な
い
し
は
牛
公
牟
私
的
な
南
方
米
の
北
方
持
ち
出
し
が
件
な

っ
て
い
た
。
役
得
と
し
て
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
漕
船
乗
組
員
た
ち

-



5
0
4

　

の
「
土
宜
」
と
し
て
の
順
帯
米
で
あ
る
。
従
来
は
毎
船
六
十
石
が
限

　
　

度
で
あ
っ
た
が
、
雍
正
七
年
五
月
に
い
た
っ
て
雍
正
帝
は
、
旗
丁
の

　
　

運
駕
は
辛
苦
な
も
の
だ
。
糧
鰹
の
便
に
つ
い
て
貨
物
を
順
帯
し
、
京

　
　

に
い
た
っ
て
貿
易
し
て
利
益
を
獲
る
の
は
、
情
と
し
て
も
、
理
と
し

　
　

て
も
、
行
っ
て
よ
い
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
、
そ
の
限
度
を
百
石
に

　
　

引
き
あ
げ
た
。
翌
年
さ
ら
に
二
十
石
を
増
し
て
い
る
。
各
省
漕
船
約

　
　

五
六
千
隻
。
年
に
す
れ
ば
表
向
き
六
七
十
萬
石
、
宣
際
は
百
萬
石
に

　
　

も
百
五
十
萬
石
に
も
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

正
耗
の
漕
・
白
糧
米
に
さ
ら
に
存
留
糧
・
順
帚
米
を
加
え
る
と
、

　
　

中
・
南
シ
ナ
の
各
省
の
負
揃
し
て
い
た
現
物
税
賦
と
そ
の
附
加
物
は
、

　
　

前
表
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
欄
の
合
計
五
百
十
八
萬
石
十
約
百
萬
石
に
、

　
　

正
米
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
）
の
何
割
か
に
営
る
耗
米
分
を
加
え
た
敷
字
に
逢

　
　

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
外
の
収
奪
分
を
も
加
え
る
と
、

　
　

江
南
は
、
歳
征
四
百
萬
石
の
漕
米
の
た
め
に
、
宜
は
千
四
百
萬
石
も

　
　

の
米
を
負
槍
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　

し
か
も
そ
の
負
複
は
省
分
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
著
し
く
均
衡
を
鋏
く
。

　
　

も
っ
と
も
重
い
負
揃
を
強
い
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
江
南
省
（
江
蘇

　
　

・
安
徽
）
も
し
く
は
江
蘇
省
と
浙
江
省
と
て
あ
る
。
四
川
省
の
負
撥
が

　
　

も
っ
と
も
幄
く
、
廣
西
省
お
よ
び
編
建
省
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

　

前
の
二
三
省
に
重
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
代
以
来
の
色
々

の
理
由
か
あ
る
で
あ
ろ
う
。
距
離
的
に
も
っ
と
も
近
く
、
大
運
河
か

利
用
で
き
て
、
運
逡
に
至
便
で
あ
っ
た
事
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
江
南
省
な
ど
の
米
の
品
質
が
す
ぐ
れ
て
い
た
事
も
そ
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
今
も
っ
て
「
米
の
品
質
は
呉
平
野
の
産

米
中
、
上
海
米
印
ち
江
蘇
米
最
も
良
質
に
し
て
我
日
本
米
に
譲
ら
ざ

る
も
の
あ
り
、
蕪
湖
米
（
安
徽
）
と
栃
す
る
は
上
海
米
に
比
し
遜
色
な

い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
ヽ
雍
正
時
代
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
漕
糧
米
に
つ
い
て
は
適
否
の
検
査
が
や
か
ま

　
　
　
　
　
　

゛
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｛

し
く
、
例
え
ば
向
爽
江
浙
で
漕
糧
を
収
兌
す
る
に
は
、
み
な
本
地
の

　

1
4
0

粳
米
を
用
い
、
そ
の
乾
圓
潔
浄
な
も
の
を
揮
ん
で
方
め
て
交
納
を
准

し
た
と
か
、
不
作
時
の
米
の
青
白
一
な
ら
す
、
粒
の
細
小
な
も
の
は
、

何
と
か
食
用
に
は
で
き
て
も
漕
糧
と
し
て
出
す
の
は
む
す
か
し
心
一
な

ど
と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
清
朝
（
ま
た
明
朝
奄
）
と
し
て

は
恐
ら
く
、
江
南
・
浙
江
則
省
を
、
主
た
る
漕
白
糧
米
の
割
り
あ
て

地
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
甘
い
米
を
、
も
っ
と
も
保
存
の
よ

い
状
態
に
お
い
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
に
し
て

も
、
ね
ら
い
を
付
け
ら
れ
た
方
は
災
難
で
あ
る
。
人
間
一
日
の
食
米

は
大
口
五
合
・
小
口
二
合
五
勺
だ
と
い
わ
れ
る
。
一
日
の
食
米
ほ
ぼ



　
　

四
合
（
一
六
〇
匁
・
一
斤
）
と
い
わ
れ
ぴ
場
合
は
、
あ
る
い
は
大
小
口
の

　
　

平
均
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
今
か
り
に
そ
れ
を
四
合
だ
と
し
て
み
る
と
、

　
　

江
蘇
の
一
省
の
ご
と
き
は
賞
に
、
年
間
、
百
敷
十
萬
人
の
人
口
を
養

　
　

い
う
る
米
（
存
留
糧
を
合
む
）
の
負
複
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

禧
建
省
城
を
擁
す
る
扁
州
府
が
、
毎
日
米
三
千
石
、
一
月
計
米
九
萬

　
　

石
を
需
用
す
る
と
い
う
高
其
悼
の
計
算
を
借
用
す
る
心
、
扁
州
一
府

　
　

の
全
人
口
の
二
十
ヵ
月
分
の
食
米
が
江
蘇
の
一
省
か
ら
収
奪
さ
れ
て

　
　

い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

人
口
密
度
の
高
さ
１
只
さ
え
そ
れ
に
よ
っ
て
米
の
需
給
開
係
の

　
　

失
調
を
節
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
江
蘇
省
や
浙
江
省
で
は
、
こ
の
政
治

　
　

的
な
収
奪
の
加
堅
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
そ
の
米
穀
不
足
に
拍
車
を

　
　

か
け
ら
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
浙
江
省
の

　
　

杭
・
嘉
・
湖
の
三
府
は
、
所
属
の
十
四
懸
で
額
徴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
漕

　
　

米
が
三
十
二
萬
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
桑
麻
に
耕
地
を
と
ら
れ
て
い

　
　

た
た
め
、
そ
の
地
に
産
す
る
米
穀
で
は
、
そ
の
漕
米
を
支
辨
す
る
の

　
　

が
精
一
ぱ
い
、
豊
収
の
年
で
さ
え
民
食
が
敷
ら
な
か
っ
た
の
で
、
向

　
　

に
は
外
江
の
商
販
の
接
済
に
籍
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
逆
に
四
川

　
　

省
や
廣
西
省
で
は
、
そ
れ
だ
け
需
給
開
係
に
ゆ
と
り
を
得
た
こ
と
に

5
0
5

　

な
る
・
少
次
く
と
奄
相
對
的
な
意
味
で
は
。
こ
う
し
て
存
留
糧
米

を
も
含
め
て
の
漕
白
糧
米
の
徴
収
は
、
Ｓ
一
Ｄ
の
反
映
と
し
て
、

の
、
各
省
ご
と
の
あ
の
Ｆ
一
Ａ
の
数
値
に
、
あ
る
部
分
に
お
い
て
は

著
し
い
愛
更
調
整
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
傾
向
的
に
は
、
大
膿

Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
一
Ａ
…
…
…
の
系
列
を
肯
定
し
、
（
も
し
く
は
否

定
せ
す
）
、
小
さ
い
も
の
を
よ
り
小
さ
く
す
る
と
い
う
方
向
に
お
い
て

で
は
あ
っ
た
が
。
い
ず
れ
に
し
て
も
米
穀
に
開
す
る
清
代
経
済
の
動

き
は
、
そ
こ
に
織
り
こ
ま
れ
た
漕
糧
等
の
在
り
方
を
無
硯
し
て
は
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
雍
正
九
年
の
こ
と
、
こ
と
に
よ
っ
て
漕
糧

の
運
趾
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
議
が
か
こ
っ
た
。
そ
の
と
き
江
西
巡

撫
の
任
に
あ
っ
た
謝
曼
は
、
こ
と
の
重
大
性
を
指
摘
し
て
、

　
　

臣
査
す
る
に
、
運
漕
の
各
省
（
の
う
ち
）
た
だ
江
西
・
湖
廣
の
み

　
　

米
を
産
す
る
こ
と
尤
も
多
し
。
向
来
、
隣
省
は
毎
に
江
（
江
西
）
楚

　
　

（
湖
廣
Ｊ
に
お
い
て
躍
買
せ
り
。
江
楚
の
民
も
ま
た
、
米
石
を
耀
頁

　
　

す
る
に
頼
っ
て
價
を
得
て
用
に
資
し
た
り
。
も
し
運
を
停
め
し

　
　

む
れ
ば
、
各
省
（
江
蘇
‘
浙
江
等
省
）
に
米
す
で
に
多
く
し
て
、

　
　

外
省
圧
西
・
湖
廣
等
省
）
に
向
か
っ
て
耀
買
す
る
も
の
少
な
く
、

　
　

江
西
・
湖
廣
の
米
、
耀
頁
多
か
ら
ざ
ら
ん
。
糧
（
銭
糧
）
を
完
め
用

　
　

に
資
す
る
の
處
に
お
い
て
、
梢
し
く
便
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を

　
　

恐
る
。
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匹

　

と
言
っ
て
い
る
。
最
後
の
一
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
廣
西
巡

　
　

撫
・
韓
良
輔
の
い
わ
ゆ
る
「
出
産
は
止
だ
米
穀
あ
り
て
、
賦
を
納
む

　
　

る
に
は
銀
に
非
れ
ぼ
不
可
。
か
っ
差
善
は
田
に
従
っ
て
起
る
」
の
嘆

　
　

き
と
軌
を
一
に
す
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
一
文
は
、
よ
く
そ
の
漕
糧
な

　
　

ど
の
、
米
穀
を
中
心
と
し
て
み
た
清
代
経
済
の
動
き
に
對
す
る
重
大

　
　

な
影
響
力
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

四

　

産
‥
食
米
百
域
内
で
の
米
穀
の
需
給
関
係
（
下
）

　

旦
Ｄ
な
い
し
は
Ｆ
】
Ａ
の
敷
値
に
影
響
を
呉
え
た
か
も
知
れ
ぬ

政
治
的
Ｔ
此
會
的
）
な
素
因
の
一
つ
と
し
て
、
た
と
え
そ
の
結
果
は

と
う
あ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
引
き
っ
づ
き
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
問
題
に
、
倉
穀
の
貯
積
と
い
う
こ
と
か
あ
る
。
本
来
こ
の
問
題

は
、
別
に
一
章
を
設
け
て
考
究
さ
る
べ
き
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

賓
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
手
が
廻
っ
て
お
ら
す
、
中
に
は
肝
腎
の
所
で
割

り
か
ね
て
い
る
よ
う
な
事
が
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く

割
っ
た
範
團
で
簡
単
に
こ
の
問
題
に
も
鰐
れ
て
か
き
た
い
と
思
う
。

　

清
代
で
も
他
の
各
代
、
と
く
に
明
代
と
同
じ
よ
う
に
、
一
方
で
は

地
方
ご
と
に
、
牡
倉
・
義
倉
・
隠
義
倉
の
よ
う
な
民
間
貯
糧
機
開
の

設
置
が
勧
奨
さ
れ
て
、
穀
類
の
借
貸
（
飲
倉
）
や
非
常
時
の
救
済
（
義

倉
系
）
に
営
っ
て
い
た
が
、
他
方
、
常
千
倉
を
は
じ
め
、
永
豊
倉
・

儲
豊
倉
・
安
豊
倉
・
豊
裕
倉
・
豊
備
倉
・
預
備
倉
・
裕
備
倉
・
永
済

倉
等
々
ｌ
じ
っ
に
雑
多
な
名
稲
を
も
っ
た
官
倉
が
各
府
州
繋
に
設

け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
額
も
し
く
は
不
定
額
の
米
糧
雑
穀
を
貯
蔵

し
て
、
米
で
い
う
な
ら
米
價
の
賛
動
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
青
黄
不
接

の
端
境
期
の
そ
れ
を
不
耀
示
價
輯
資
）
に
よ
っ
て
調
節
す
る
と
と
も
に
、

直
害
・
旱
害
・
風
害
・
水
害
等
に
よ
る
不
作
の
歳
の
磯
民
と
、
風
水

害
等
に
よ
る
直
接
の
難
民
と
の
賑
済
・
接
酒
の
用
に
備
え
た
。
私
倉

系
の
諸
設
備
の
う
ち
、
赴
倉
は
雍
正
の
初
め
、
こ
の
事
業
に
極
め
て

熱
心
で
あ
っ
た
總
督
楊
宗
仁
の
在
任
し
た
湖
廣
省
に
あ
っ
て
す
ら
、

四
年
末
の
賞
状
で
は
、
か
つ
て
各
州
繋
が
通
じ
て
共
に
貯
穀
八
十
萬

石
だ
と
将
し
て
い
た
も
の
か
、
い
ま
は
僅
か
に
賓
際
の
貯
穀
十
七
萬

六
千
石
零
（
米
な
ら
そ
の
牛
分
）
と
報
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い

う
。
他
省
の
こ
と
は
推
し
て
知
ら
れ
る
。
雍
正
帝
屯
祗
倉
の
こ
と
に

は
至
っ
て
惧
重
、
と
い
う
よ
り
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
義
倉
・
盟
義

倉
と
も
な
る
と
、
仕
倉
に
比
べ
て
す
ら
規
模
が
小
さ
い
。
営
面
の
問

題
に
開
し
て
は
、
こ
れ
ら
私
倉
系
の
も
の
は
、
一
座
こ
れ
を
除
外
し

て
考
え
て
も
結
果
に
大
し
た
狂
い
は
あ
る
ま
い
。

　

官
倉
系
の
諸
倉
の
う
ち
で
は
、
た
と
え
ば
永
豊
倉
や
儲
豊
倉
や
豊
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裕
倉
や
豊
備
倉
や
は
常
千
倉
の
一
名
も
し
く
は
原
名
だ
と
い
わ
れ
て

　
　

お
則
ヽ
ま
た
裕
備
倉
は
明
の
漑
備
倉
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
か
か
・

　
　

結
局
、
い
わ
ゆ
る
官
倉
―
前
出
（
一
三
七
頁
）
山
西
省
の
大
有
倉
や
常

　
　

豊
倉
、
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
諸
省
の
軍
需
倉
・
兵
米
倉
を
の
ぞ
い

　
　

た
官
倉
は
大
別
し
て
こ
れ
を
二
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

　
　

一
種
の
常
千
倉
系
の
貯
穀
は
、
千
耀
用
を
主
と
し
て
采
ね
て
貸
借
・

　
　

賑
済
の
用
に
供
し
、
第
二
種
の
預
備
倉
系
の
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
も

　
　

っ
ぱ
ら
賑
済
の
用
に
供
す
る
。
と
こ
ろ
で
『
殊
批
論
旨
』
の
う
ち
に

　
　

は
し
ぼ
し
ば
、
常
千
倉
穀
に
相
對
す
る
も
の
と
し
て
相
穀
の
名
が
出

　
　

て
く
る
。
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
廣
西
布
政
使
劉
廷
珠
か
、

　
　

廣
西
の
倉
穀
の
原
額
は
常
子
・
相
穀
の
「
二
項
」
で
共
に
一
百
六
十

　
　

二
萬
八
千
七
百
能
石
あ
っ
て
叡
た
る
甚
だ
多
い
と
い
っ
て
い
る
も
の

　
　

だ
が
、
そ
れ
か
ら
三
ヵ
月
後
、
同
じ
廣
西
の
巡
撫
で
あ
っ
た
李
綾
か
、

　
　

常
子
倉
穀
は
止
だ
四
十
能
萬
な
の
に
耀
と
借
と
采
用
だ
、
相
穀
は
一

　
　

百
十
能
萬
な
の
に
耀
借
ふ
た
っ
な
が
ら
用
い
る
所
が
な
く
不
公
平
な

　
　

よ
う
だ
と
い
う
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
を
判
然
二
つ
の
項
だ
と

　
　

考
え
て
の
上
の
言
い
分
に
ち
か
い
な
い
。
ま
た
山
東
學
政
の
王
世
珠

　
　

が
、
常
千
倉
穀
は
毎
年
陳
き
を
出
し
て
新
ら
し
き
に
易
え
、
七
を
存
し

5
0
7

　

て
三
を
耀
し
て
い
る
…
…
結
構
な
制
度
だ
。
と
こ
ろ
が
山
東
省
で
昔

年
収
め
た
損
納
備
賑
の
穀
は
、
各
道
府
州
蒜
の
倉
に
分
貯
し
た
き
り

で
、
濁
り
ま
だ
出
陳
易
新
の
制
度
に
議
及
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ

て
い
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
『
清
國
行
政
法
』
の
記
載
な
ど
を

通
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
常
子
倉
も
特
に
そ
の
創
設
元

本
を
工
面
す
る
た
め
に
は
ｌ
正
項
の
経
費
を
動
支
す
る
な
ど
他
に

い
く
ら
も
方
法
は
あ
っ
た
が

-
＃
つ
と
も
普
通
に
は
や
は
り
梢
納

を
開
く
と
い
う
手
段
に
頼
っ
た
。
監
生
そ
の
他
の
資
格
を
呉
え
る
代

償
と
し
て
穀
類
も
し
く
は
そ
の
代
價
を
供
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
そ

の
賞
例
の
一
つ
は
後
文
一
四
七
頁
に
み
え
る
）
。
さ
れ
ぼ
こ
そ
諸
文
献
の
う

ち
に
も
、
閔
省
の
椙
積
せ
る
常
平
等
の
倉
の
各
穀
は
通
計
し
て
共
に

一
百
三
十
鈴
萬
石
で
總
て
藩
司
（
布
政
司
）
に
圖

平
の
椙
例
は
久
し
く
已
に
奉
行
し
て
い
る
と

か圀ま

　

｀

　

る(9)

と
か
、
川
省
の
常

各
省
府
州
蘇
で
常

千
倉
相
穀
の
例
を
遍
開
し
て
以
っ
て
積
儲
に
備
え
、
以
っ
て
韓
運
に

資
す
る
よ
り
善
い
こ
と
は
な
い
な
と
と
い
う
言
葉
が
習
見
し
て
床
る

わ
け
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
う
な
る
と
甚
だ
紛
ら
わ
し
い
が
、
た

だ
前
に
畢
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
相
穀
」
も
し
く
は
「
損
納
備
賑
の
穀
」

は
、
そ
の
性
質
上
、
一
お
う
は
い
わ
ゆ
る
常
千
倉
穀
か
ら
匝
別
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
う
し
て
私
自
身
は
、
そ
の
備
賑
の

穀
、
本
末
そ
れ
を
も
っ
て
備
荒
の
計
と
な
さ
る
べ
き
で
あ
う
た
禍
穀
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こ
そ
、
清
代
官
倉
の
第
二
種
、
預
備
倉
系
の
貯
穀
で
あ
っ
た
も
の
と

　
　

割
断
す
石
。
湖
北
省
潜
江
蒜
の
預
備
倉
が
善
の
常
千
倉
の
左
に
あ
り
、

　
　

天
門
蒜
の
椙
監
倉
も
常
弔
倉
の
旁
に
あ
っ
て
、
の
ち
（
乾
隆
十
年
）
常

　
　

不
倉
に
併
入
さ
れ
た
と
傅
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
と
も
、
た
ま
た
ま

　
　

こ
う
し
た
見
方
の
正
し
さ
を
立
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

　
　

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

『
雍
正
大
清
會
典
』
を
み
る
と
、
倦
四
十
五
、
戸
部
二
十
三
、
倉
庚

　
　

二
、
直
省
府
州
懸
衛
倉
の
項
に
は
、
各
地
各
様
の
官
倉
名
を
丹
念
に

　
　

列
畢
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
貯
備
さ
る
べ
き
で
あ
っ

　
　

た
米
穀
の
額
叡
を
畢
げ
な
い
。
し
か
し
幸
い
『
皇
朝
文
献
通
考
』
倦

三
十
六
、
市
裁
考
五
に
は
、
雲
南
・
西
安
・
甘
蕭
こ
帽
建
・
廣
東
・

貴
州
を
の
ぞ
く
自
飴
の
諸
省
の
「
常
平
諸
倉
」
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ

る
「
雍
正
年
間
の
奮
額
」
を
學
げ
て
い
る
。
奮
額
を
畢
げ
て
い
な
い

六
省
の
う
ち
前
三
者
に
つ
い
て
は
、
雍
正
年
間
に
は
ま
だ
そ
の
地
の

倉
貯
の
多
寡
か
定
ま
つ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
理
由
で
「
乾
隆
十
三

年
以
前
」
の
現
額
を
あ
げ
、
後
三
者
に
つ
い
て
は
、
頴
建
は
山
を
環

ら
し
海
を
帯
び
て
商
販
通
せ
ず
、
廣
東
は
嶺
海
い
り
み
だ
れ
て
産
穀

が
ど
れ
ほ
ど
も
な
く
、
貴
州
は
と
こ
奄
山
だ
ら
け
で
舟
揖
を
通
せ
ず
、

倉
貯
は
均
し
く
充
裕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
理
由
で
、
本
書
編
纂
営
時

（
乾
隆
十
三
年
）
の
「
現
存
の
穀
」
を
定
額
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
表

年次|省

　

分|常平諸倉倉穀定額

　　　

直

　

隷

　　　

2,150,000

　　　

奉

　

天

　　　

1,200,000

　

雍

　

山

　

東

　　　

2,960,000

　　　

山

　

西

　　　

1,320,000

　

正１河

　

南

　　　

2,310,000

　　

＊江

　

蘇

　　　

1,530,000

　

年＊安

　

徽

　　　

1,880,000

　　

＊江

　

西

　　　

1.370,000

　

間＊浙

　

江

　　　

2,800,000

　　

＊湖

　

北

　　　　

520,000

(ａ)＊湖

　

南

　　　　

700,000

　　

＊四

　

川

　　　

1,030,000

　　

＊廣

　

西

　　　

1,270,000

乾｜
隆i＊雲南

　　　

700,000
刊

京

　

西

　

安

　　　

3,730,000

以
前

　

甘

　

粛

　　　

3,280,000
(b)

瀧卜旧建'

　　

2,570,000

士j＊廣東

　　

2,950,000
jE i＊貴州　　　510,000

(Ｃ)

　　

｜

　

計

　

1

　　

33,790,000

ｔ
印
は
主
と
し
て
大
米
を
大
部
分
は
穀
（
少
し
は
米
）
の
形
で
積
貯
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
省
分
。
Ｍ

示
す
る
と
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
常
平
諸
倉
が
単
に
狭

義
の
常
千
倉
系
の
諸
倉
を
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
｀
に
あ
の
椙
穀
を
積
貯
す
る
預
備
倉
系

の
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
の
言
い
で
あ
つ
た

ら
し
い
こ
と
は
、
前
に
出
た
、
雍
正
前
期

に
お
け
る
廣
西
省
の
倉
穀
百
六
十
敷
萬
石

の
内
庫
―
す
な
わ
ち
、
固
有
の
常
千
倉

穀
は
内
わ
す
か
に
四
十
敷
萬
石
し
か
な
か
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つ
た
と
い
う
事
賓
が
、
よ
く
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

　
　

と
思
う
、
表
中
の
百
二
十
七
萬
と
そ
の
百
六
十
敷
萬
石
と
の
間
に
は

　
　

相
営
の
開
き
が
あ
る
と
は
い
え
、
四
十
敷
萬
が
急
に
百
二
十
七
萬
に

　
　

は
ね
上
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
表
中
に

　
　

み
え
る
敷
字
の
う
ち
、
ａ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
が
ど
の
程
度
ま
で
信
用

　
　

で
き
る
か
、
雍
正
年
間
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
何
年
度
の
定
額
で
あ
っ

　
　

鳶
の
か
。
ｂ
・
ｃ
グ
ル
ー
プ
、
と
く
に
ｃ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
は
、
・
雍

　
　

正
時
代
の
定
額
と
ど
の
程
度
の
出
入
り
か
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の

　
　

諸
黙
、
ど
う
も
は
っ
き
り
と
は
捕
え
に
く
い
。

　
　
　

ａ
グ
ル
ー
プ
ー
雍
正
初
期
の
廣
西
省
に
開
す
る
敷
字
か
、
少
し

　
　

小
さ
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

　
　

し
こ
れ
は
、
そ
の
後
雍
正
七
年
、
巡
撫
の
金
鉄
が
「
賓
は
過
多
た
り
」
と

　
　

し
て
そ
れ
を
一
百
六
七
萬
石
有
零
程
度
に
引
き
下
げ
よ
う
と
し
、
雍

　
　

正
帝
か
ら
雲
貴
廣
西
總
督
・
郡
爾
泰
と
相
談
し
て
決
定
せ
よ
と
の
殊

　
　

批
を
受
け
た
そ
の
数
心
を
さ
ら
に
少
々
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
相
談
の

　
　

結
果
百
二
十
七
萬
程
度
に
落
ち
つ
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う

　
　

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
山
東
省
の
場
合
、
雍
正
七
年
の
布
政
使
費
金
吾

　
　

の
詳
文
に
は
、
東
省
ま
さ
に
貯
う
べ
き
倉
穀
は
、
通
じ
て
共
に
三
百
三

5
0
9

　

十
一
萬
七
千
七
百
八
十
一
石
零
だ
と
い
い
、
こ
の
詳
文
を
引
用
し
た

河
東
總
督
・
田
文
鏡
の
奏
摺
に
對
す
る
雍
正
帝
の
殊
批
に
は
、
卿
は

か
つ
て
貯
を
減
せ
ん
と
す
る
の
議
の
あ
る
こ
と
を
険
に
奏
し
た
、
何

ぞ
尚
ヨ
二
百
錬
萬
の
多
き
を
存
す
る
を
得
ん
や
、
と
い
っ
て
そ
の
多

さ
を
い
ぷ
か
っ
て
い
心
。
ま
た
同
じ
田
文
鏡
は
、
そ
の
少
し
前
の
七

年
一
月
十
九
日
附
の
奏
摺
の
う
ち
で
、
山
東
省
の
あ
ら
ゆ
る
倉
穀
は
、

現
存
す
る
も
の
は
共
に
一
百
九
十
三
萬
二
千
二
百
二
十
六
石
零
。
價

を
存
し
て
買
う
べ
き
穀
は
共
に
一
百
二
十
二
萬
四
千
八
百
二
十
四
石

零
。
各
膳
の
が
糾
じ
て
ま
だ
縦
わ
な
い
穀
は
共
に
九
十
五
萬
三
千
三

百
九
十
六
石
零
だ
と
報
告
し
て
い
ひ
・
そ
れ
ら
の
敷
字
を
集
計
す
る

と
四
百
十
一
萬
齢
石
と
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
の
豹
鋏
は
康
煕

以
来
の
焦
げ
つ
き
で
、
自
徐
の
約
三
百
十
五
萬
七
千
石
見
営
が
営
時

の
い
わ
ゆ
る
額
敷
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
＞
｡
ど
ち
ら
に
し

て
も
『
皇
朝
通
考
』
の
数
字
は
、
こ
れ
ま
た
や
や
小
さ
す
ぎ
る
が
、
た
だ

ヶ
タ
外
れ
た
小
さ
さ
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
。
江
西
省
に
つ
い
て
は
、

日
付
の
古
い
も
の
か
ら
順
次
に
配
列
し
て
み
る
と
、
ま
す
裴
律
度
は
、

従
前
は
半
多
が
折
價
で
采
ね
て
借
欠
な
ら
び
に
勅
價
の
處
が
あ
っ
た

か
、
と
も
か
く
江
西
通
省
の
額
貯
は
一
百
十
五
萬
石
で
あ
っ
た
と
傅

や
常
徳
壽
も
恵
存
の
穀
は
言
十
五
萬
除
石
ぶ
は
三
千
石
だ
削
≒

邁
柱
は
江
西
倉
穀
の
原
敷
は
一
百
一
十
四
萬
八
千
五
百
六
十
一
石
零
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1
0

　

だ
と
克
明
に
記
し
て
い
る
。
張
坦
麟
の
、
江
西
原
貯
の
倉
穀
は
共
に

　
　

一
百
萬
三
千
石
零
た
と
い
５
　
ぐ
の
と
ほ
ぼ
見
合
う
も
の
は
、
謝
蔓
の
、

　
　

各
属
の
倉
穀
を
計
る
に
共
に
一
百
一
萬
九
千
五
十
四
石
零
と
い
蝕
数

　
　

字
で
あ
る
。
時
の
前
後
で
十
数
萬
石
の
減
額
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ

　
　

が
、
『
皇
朝
通
考
』
の
敷
字
は
こ
れ
ら
に
比
べ
て
や
や
大
き
め
で
あ
る
。

　
　

湖
廣
省
は
も
と
も
と
貯
穀
設
備
に
乏
し
い
と
こ
ろ
で
、
雍
正
三
年
末

　
　

に
は
、
通
省
の
存
倉
の
穀
は
た
だ
数
十
萬
石
で
敷
た
る
多
か
ら
す
と

　
　

い
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
積
貯
に
努
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
同
八

　
　

年
に
は
湖
南
一
省
だ
け
で
も
現
貯
共
に
六
十
鈴
萬
石
の
多
き
を
計
る

　
　

に
い
た
如
、
さ
ら
に
十
二
年
に
は
、
楚
省
の
常
千
倉
は
、
北
南
（
湖

　
　

北
・
湖
南
）
穀
を
貯
え
る
こ
と
一
百
一
十
四
萬
三
千
齢
石
と
稀
さ
れ

　
　

る
ま
で
に
漕
ぎ
っ
け
勺

　

こ
こ
に
常
千
倉
と
は
ヽ
此
倉
に
對
比
さ

　
　

る
べ
き
官
倉
全
部
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
表
の
北
南
合

　
　

計
百
二
十
二
萬
と
い
う
数
字
は
、
湖
南
省
の
六
十
鯨
萬
石
が
七
十
萬

　
　

石
に
な
る
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
も
容
易
に
達
成
で
き
る
も
の
で
、
十

　
　

二
年
度
分
の
数
字
と
の
間
に
大
し
た
開
き
は
な
い
。
最
後
に
四
川
省

　
　

に
つ
い
て
は
、
總
督
・
黄
廷
桂
が
雍
正
九
年
、
全
川
百
敷
十
州
蘇
で
そ

　
　

の
倉
服
に
存
貯
し
て
い
る
米
穀
・
雑
糧
は
通
省
を
合
算
し
て
も
た
だ

　
　

四
十
二
萬
石
有
零
だ
と
報
告
し
て
、
雍
正
帝
か
ら
少
な
過
ぎ
る
と
い

う
注
意
を
受
け
９
　
（
五
年
九
月
の
管
承
藻
の
奏
摺
に
、
雲
南
に
改

節
さ
れ
た
東
川
府
を
の
ぞ
く
四
川
全
省
の
、
賓
に
礁
に
存
貯
す
べ
き

米
穀
・
青
裸
等
は
共
に
四
十
一
萬
三
千
九
百
四
十
石
零
だ
と
あ
る
も

の
が
、
あ
る
い
は
そ
の
確
敷
か
も
知
れ
な
い
）
。
よ
っ
て
政
府
で
は

大
學
士
ら
が
、
六
十
萬
石
を
増
貯
す
る
た
め
、
毎
石
の
定
價
を
三
銭

と
し
て
三
年
に
分
け
て
買
足
す
べ
き
旨
を
議
覆
し
、
帝
の
嘉
納
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
９
　
一
い
よ
い
よ
三
年
だ
っ
て
み
て
も
、
穀
を
買
う
こ

と
僅
か
に
四
十
四
萬
齢
石
に
過
ぎ
な
か
乱
一
と
は
い
吹
、
前
後
合
わ

せ
て
百
二
萬
石
と
い
う
諾
貯
の
額
獄
は
、
ほ
と
ん
ど
ぴ
た
り
と
『
皇

朝
通
考
』
の
傅
久
と
合
う
。

　
　

『
皇
朝
通
考
』
ａ
の
グ
ル
ー
プ
の
数
字
は
、
部
分
的
に
多
少
の
出

入
り
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
を
常
千
倉
系
な
ら
び
に
預
備
倉
系
の
官
倉
の

貯
穀
定
額
、
と
く
に
雍
正
末
年
ご
ろ
の
そ
れ
と
み
る
限
り
ほ
ぼ
信
用

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

ｂ
・
ｃ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
は
、
事
情
が
少
し
ち
が
っ
て
く
る
。
た

と
え
ば
幅
建
省
に
つ
い
て
は
、
雍
正
四
年
の
帳
簿
面
で
は
、
各
項
の

倉
穀
が
一
百
五
十
鈴
萬
心
な
い
し
ぱ
一
百
六
十
能
萬
句
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
、
五
年
の
額
貯
穀
も
し
く
は
圃
に
存
す
べ
き
穀
は
、
一
百
六

十
六
萬
九
千
除
ら
も
し
く
は
一
百
六
十
八
萬
四
千
六
十
三
乙
丿
零
だ
っ

-146-



　
　

た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
度
に
は
＞
同
年
の
厨
省
官
民
０
揖
積
せ
る
監

　
　

穀
が
通
じ
て
共
に
一
百
八
十
二
萬
四
千
二
百
二
十
二
石
零
で
あ
っ
た

　
　

と
い
い
、
雍
正
帝
自
身
屯
、
同
省
の
庖
に
貯
う
べ
き
米
穀
は
共
に
一

　
　

百
七
八
十
萬
石
だ
と
い
り
事
に
よ
っ
て
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
。
小

　
　

さ
い
数
字
は
内
地
の
八
府
一
州
囲
係
の
そ
れ
で
、
大
き
い
敷
字
は
恐

　
　

ら
く
そ
れ
に
、
外
地
毫
湾
一
府
の
計
敷
を
加
算
し
た
敷
字
だ
と
思
わ

　
　

れ
る
。
別
に
雍
正
九
年
、
閔
省
の
椙
積
せ
る
常
平
等
の
倉
の
各
穀
を

　
　

通
計
し
て
一
百
三
十
能
萬
石
と
す
る
文
献
の
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の

　
　

と
お
り
（
一
四
三
頁
）
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
計
数
は
、
も
し
一
百
六
十

　
　

除
萬
石
の
誤
り
で
な
け
れ
ば
、
庶
存
穀
の
で
は
な
く
て
現
存
穀
の
敷

　
　

字
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
柚
一
。
と
も
か
く
雍
正
年
間
に
お
け

　
　

る
幅
建
省
の
謳
貯
の
倉
穀
額
敷
は
、
大
悛
百
六
十
萬
石
か
ら
百
八
十

　
　

萬
石
見
営
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
『
皇
朝
通
考
』
乾
隆
十
三
年
の
額
敷

　
　

に
比
べ
る
と
か
な
り
顧
著
な
開
き
が
あ
る
。
廣
東
省
に
つ
い
て
も
、
五

　
　

年
二
月
現
在
で
、
廣
東
各
属
の
報
告
し
た
存
倉
の
穀
は
一
百
六
十
能

　
　

萬
石
で
あ
っ
た
に

’

同
じ
こ
ろ
官
遮
は
、
通
省
額
貯
の
穀
を
一
百
六

　
　

十
二
萬
四
千
六
百
三
十
七
石
零
だ
と
し
て
。
い
い
゜
三
割
だ
け
筒
賀
し

　
　

た
常
千
倉
穀
が
四
十
八
萬
有
１
　
石
）
た
っ
た
事
寅
か
ら
も
、
そ
れ
ら

ｍ

　

の
数
字
は
逆
算
せ
ら
れ
句
翌
六
年
十
月
ご
ろ
の
通
省
府
州
蒜
衛
所

の
原
の
額
貯
０
倉
穀
は
、
一
百
六
十
四
萬
三
千
六
百
能
石
だ
っ
た
と

い
う
。
十
年
に
は
通
省
の
常
平
倉
貯
が
「
一
百
九
十
二
萬
石
の
多
き
」

に
達
し
て
い
る
廠
］
、
（
な
お
こ
の
と
き
祀
倉
穀
は
一
十
五
萬
有
零
）
、

こ
れ
は
恐
ら
く
、
雍
正
五
年
に
初
ま
り
、
そ
の
後
は
な
は
だ
不
成
績

　
　
　

″

　
　
　
　
　
　
　
　

、

　
　
　

ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

に
経
過
し
た
、
海
陽
等
の
六
蒜
の
庖
に
珊
す
べ
き
貯
穀
三
十
四
萬
石

の
た
め
の
梢
監
事
例
が
、
曲
り
な
り
に
も
達
成
す
る
に
な
ん
な
ん
と

し
て
い
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
雍
正
年
間
に
お
け
る
廣
東

省
の
倉
穀
額
敷
は
、
こ
れ
ま
た
百
六
十
萬
石
か
ら
百
九
十
萬
石
見
営

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
乾
隆
十
三
年
の
数
字
よ
り
は
盛
か
に
少
な
い
。
一

陵
西
省
と
も
な
る
と
、
西
安
・
延
安
等
の
十
州
所
属
の
倉
貯
各
案
の

　

1
4
7

糧
石
は
七
年
十
月
現
在
ヽ
統
計
し
て
一
百
三
十
能
萬
石
有
奇
で
あ
っ

　

一

‰
。
い
わ
ゆ
る
乾
隆
十
三
年
以
前
の
額
数
の
約
三
分
の
一
に
す
ぎ
な

い
。
甘
粛
省
に
つ
い
て
は
明
澄
を
得
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
険
西
省

と
事
情
を
同
じ
く
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

院
西
（
西
安
）
・
甘
蕭
（
寧
夏
）
・
幅
建
お
よ
び
廣
東
の
諸
省
は
、
い

ず
れ
も
将
軍
指
揮
下
に
お
け
る
八
旗
兵
の
大
駐
防
地
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ぼ
甘
家
省
に
つ
い
て
は
、
甘
・
涼
・
西
・
粛
一
帯
は
沿
漫
の
重

地
だ
か
ら
一
提
三
鍋
が
星
羅
碁
布
し
て
、
設
け
る
と
こ
ろ
の
額
兵
が

最
も
多
β
な
ど
と
言
わ
れ
て
ゅ
る
。
乾
販
寺
代
に
そ
れ
ら
り
地
方
の
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倉
貯
額
数
が
著
し
て
肘
え
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
土

　
　

地
柄
に
對
す
る
軍
事
的
な
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
雍
正

　
　

期
に
も
例
え
ば
田
文
鏡
は
、
山
東
省
の
青
州
府
に
闘
し
て
、
こ
こ
に

　
　

は
現
に
滞
洲
官
兵
の
駐
防
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
賞
に
他
郡
と
同
じ

　
　

で
な
い
。
積
貯
は
充
裕
に
過
ぎ
さ
せ
る
の
は
ま
だ
し
も
、
梢
し
で
も

　
　

不
足
あ
ら
し
め
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
見
を
個
人
的
に
は
抱
い

　
　

て
い
た
。
上
述
の
四
省
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
朝
廷
自
堕
が
何
ら
か
の

　
　

事
情
に
刺
戟
さ
れ
、
そ
う
し
た
意
見
に
基
づ
い
て
行
動
せ
ざ
る
を
得

　
　

な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

い
わ
ゆ
る
官
倉
（
常
平
倉
系
・
預
備
倉
系
）
の
積
貯
内
容
は
、
必
ず
し

　
　

も
常
に
大
米
や
稲
穀
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
北
シ
ナ
諸
省
で
は

　
　

む
し
ろ
小
米
や
娶
そ
の
他
の
雑
穀
を
貯
え
る
の
か
最
も
ふ
つ
う
で
あ

　
　

っ
た
。
映
西
省
に
十
萬
石
も
の
湖
廣
米
を
漕
運
し
た
よ
う
な
例
も
あ

　
　

る
か
ら
、
全
然
貯
え
る
こ
と
か
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も

　
　

あ
れ
ぼ
珍
ら
し
い
例
に
扇
し
た
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
、
前
表
の
う
ち

　
　

か
ら
そ
れ
ら
北
シ
ナ
諸
省
に
開
す
る
計
敷
を
省
き
、
＊
印
を
附
し
た

　
　

中
・
南
シ
ナ
の
十
二
省
、
と
く
に
こ
れ
ま
で
主
た
る
對
象
と
し
て
き

　
　

た
、
雲
・
貴
二
省
を
の
ぞ
く
自
除
の
十
省
の
計
数
を
基
と
し
て
議
論

　
　

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
前
表
ａ
グ
ル
ー
プ
中
の
八
省
の
倉
穀
額
敷
の
集
計
一
千
百
十

萬
石
に
、
編
建
・
廣
東
二
省
の
そ
れ
ぞ
れ
百
六
十
萬
石
ほ
ど
を
加
算

す
る
と
、
計
一
千
四
百
三
十
萬
石
。
そ
れ
に
雲
南
・
貴
州
二
省
の
分

を
、
ｂ
・
Ｃ
欄
の
叡
字
の
ま
ま
約
百
二
十
萬
石
と
し
て
追
加
す
る
と
、

總
計
一
千
五
百
五
十
萬
石
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
稲
穀
で
約

千
五
百
萬
石
を
額
貯
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
各
種
官
倉
の
存
在

は
、
問
題
の
Ｓ
一
Ｄ
な
い
し
は
Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
に
對
し
て
、
も
し
ど

ん
な
意
味
で
に
も
せ
よ
影
響
か
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に

し
て
、
ま
た
ど
ん
な
影
響
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
の
よ
う
に
と
い
う
設
問
に
對
し
て
は
、
年
々
の
放
出
額
を
年
々

に
補
充
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
依
っ
て
と
い
う
よ
り
以
外
、
他
に
適
切

な
答
案
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
常
千
倉
穀
の
貯
積
さ
れ
、
貯
積
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
前
述
の
よ
う
に
端
境
期
に
お
け
る
穀

價
の
調
節
と
、
し
た
が
っ
て
民
間
食
糧
事
情
の
緩
和
と
の
た
め
で
あ

る
。
た
と
え
ば
北
方
の
映
西
省
で
は
毎
年
二
三
月
の
関
心
、
南
方
の

幅
建
省
で
は
三
四
月
の
間
ら
、
倉
穀
・
倉
米
の
平
紐
、
す
な
わ
ち
平
價

も
し
く
は
減
價
し
て
紐
頁
す
る
こ
と
か
行
わ
れ
て
い
た
ゆ
え
ん
に
外

な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
の
場
合
の
平
輸
倉
穀
・
倉
米
の
分
量
に
は

限
度
が
あ
っ
た
。
存
貯
の
高
に
感
じ
で
、
た
と
え
ぼ
五
六
萬
石
の
州
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蒜
で
は
七
割
を
存
し
て
三
割
を
耀
し
、
一
萬
石
以
内
と
な
れ
ば
五
を

　
　

耀
し
て
五
を
留
め
る
。
も
っ
と
少
な
い
所
で
は
全
部
を
耀
責
す
る
と

　
　

い
う
よ
う
な
事
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、
康
煕
四
十
三
年
頃

　
　

の
四
川
省
で
の
よ
う
に
、
人
民
が
稀
少
だ
か
ら
三
割
の
耀
責
を
容
れ

　
　

な
い
ｌ
お
そ
ら
く
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
Ｉ
處

　
　

さ
え
無
い
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
規
則
上
で
は
、
’
も
っ
と

　
　

も
普
通
に
は
そ
の
存
七
耀
三
の
例
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

　
　

れ
に
は
借
し
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
も
原
則
と
し
て
は

　
　

存
七
借
三
の
例
に
よ
っ
岫
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
米
（
大
米
・
小
米
）

　
　

で
の
積
貯
に
開
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
通
用
し
た
の
は
空
・

　
　

気
の
湯
潤
で
な
い
北
シ
ナ
以
北
で
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
中
南
シ
ナ

　
　

で
は
、
倉
米
は
一
二
年
で
宿
爛
し
て
し
ま
う
有
様
で
あ
如
、
そ
こ
で

　
　

は
ど
う
し
て
も
耀
五
留
五
以
上
の
放
出
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　

雍
正
五
年
以
後
、
江
南
地
方
で
は
努
め
て
穀
に
易
え
て
貯
え
る
よ
う

　
　

勧
奨
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
穀
で
の
積
貯
で
存
七
耀

　
　

三
が
や
っ
と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
こ
の
耀
三
な
り

　
　

耀
五
な
り
の
限
度
は
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
庖
じ
て
踏
み
越
え
ら
れ

　
　

な
い
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
雍
正
四
年
の
春
夏
の
交
（
端
境
期
）

ｍ

　

米
價
の
騰
貴
を
理
由
と
し
て
廣
東
巡
撫
の
楊
文
乾
か
、
耀
三
の
外
に

お
い
て
復
だ
一
二
分
を
多
耀
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
結
局
、
。
存
七
穀

内
に
あ
っ
て
十
五
萬
石
有
零
を
融
耀
し
た
よ
う
な
の
が
そ
れ
だ
。

　

平
耀
は
も
と
も
と
常
平
倉
穀
・
倉
米
に
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
、
相

穀
す
な
わ
ち
預
備
倉
穀
・
倉
米
に
つ
い
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
雍

正
二
三
年
ご
ろ
に
は
ま
だ
、
相
穀
は
・
耀
借
用
な
が
ら
用
う
る
所
な

し
と
か
、
相
穀
は
濁
り
出
陳
易
新
の
例
に
議
及
せ
す
な
ど
と
言
わ
れ

て
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
一
四
三
頁
參
照
）
。
よ
う
や
く
四
年
に
い
た
り

出
陳
易
新
は
収
貯
に
便
で
原
よ
り
良
法
に
属
す
と
い
う
雍
正
帝
の
意

向
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
黙
に
変
革
か
加
え
ら
れ
た
。
こ

の
と
し
三
月
以
後
、
廣
西
省
の
沿
河
の
府
州
蒜
で
は
米
價
が
次
第
に

高
く
な
り
、
梧
州
に
お
い
て
は
特
に
甚
し
か
っ
た
。
巡
撫
の
汪
薦
は

そ
の
時
の
對
策
に
開
し
て
、
相
穀
の
存
七
耀
三
は
現
に
論
旨
を
奉
じ

た
、
私
は
す
で
に
各
属
に
令
し
て
平
耀
し
以
っ
で
民
食
を
裕
か
に
さ

せ
た
と
い
い
、
ま
た
、
桂
林
・
梧
州
・
南
寧
・
柳
州
四
府
の
相
穀
の

す
で
に
親
過
し
た
も
の
ば
十
六
萬
五
千
石
零
だ
云
云
と
も
い
っ
て
い

る
。
こ
の
時
以
来
、
全
國
的
に
、
預
備
倉
系
の
貯
穀
貯
米
の
存
七

耀
三
が
認
め
ら
れ
た
の
だ
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
場
合
の
親
三
と
は
、
預
備
倉
本
末
の
用
途
で
あ
る
被
災
民
の
賑

済
に
使
わ
れ
た
敷
量
を
も
含
め
て
の
、
原
鎖
に
對
す
る
三
割
り
親
頁
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で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
結
局
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
・
南

　
　

シ
ナ
の
各
省
に
積
貯
さ
れ
、
も
し
く
は
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
總
計
千

　
　

五
百
萬
石
ほ
ど
の
倉
穀
（
米
で
あ
れ
ば
そ
の
牛
敷
）
は
、
毎
年
そ
の
三
四

　
　

割
方
ま
で
が
、
（
賑
酒
す
み
の
預
備
倉
殿
は
論
外
と
し
）
主
と
し
て
平

　
　

耀
ま
れ
に
は
借
し
出
し
と
い
う
形
で
民
間
に
放
出
さ
れ
る
事
に
な
っ

　
　

て
い
た
の
で
あ
・
る
バ
（
時
に
は
耀
三
穀
の
う
ち
か
ら
兵
米
を
隈
支
す

　
　

る
よ
う
な
例
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
愛
。

　
　

則
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
倉
穀
の
放
出
に
っ
い
て
ば
極
め
て

　
　

し
ば
し
ば
不
正
か
行
わ
れ
、
い
た
ず
ら
に
官
吏
・
地
方
有
力
者
と
背

　
　

吏
と
の
懐
を
肥
ら
せ
て
い
た
が
、
た
だ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い

　
　

す
れ
章
を
改
め
て
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。

　
　
　

い
わ
ゆ
る
官
倉
の
貯
穀
は
、
必
ず
し
も
常
に
定
額
と
５
　
り
に
官
貯

　
　

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
平
擢
・
賑
酒
な
ど
正
規
の
放
出
に
よ

　
　

る
減
少
高
は
別
だ
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
常
時
―
こ
と
に
雍
正
前

。
期
の
倉
穀
は
、
定
額
を
割
る
方
か
む
し
ろ
常
態
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　

た
と
え
ば
脳
建
省
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
定
額
約
百
七
十
萬
石
の
と
こ

　
　

ろ
、
雍
正
五
年
の
布
政
司
冊
で
は
、
原
報
の
存
穀
が
七
十
五
萬
九
千

　
　

一
百
八
十
一
石
零
。
そ
の
後
の
買
補
は
一
十
五
萬
九
千
二
百
二
十
四

　
　
　

］
零
。
併
わ
せ
て
九
十
一
萬
八
千
四
百
五
石
零
に
す
ぎ
ず
、
加
え
て

そ
の
買
補
の
額
は
必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
と
い
如
。
一
部
は
官
吏

の
勅
紋
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
一
部
は
、
賞
穀
を
貯
え
ず
に
穀
價
だ

け
を
残
し
て
帳
尻
を
合
わ
せ
て
い
た
結
果
で
あ
る
。
浙
岡
總
督
高
其

悼
を
し
て
、
幅
建
通
省
の
倉
穀
は
大
牛
は
價
を
存
し
、
賞
貯
す
る
も
の

は
た
だ
三
四
分
（
三
四
割
）
あ
る
の
み
と
言
わ
し
め
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

江
西
省
も
御
多
聞
に
も
れ
な
い
。
二
年
九
月
に
は
、
通
省
の
額
貯
は

一
百
十
五
萬
石
だ
が
、
従
前
そ
の
半
多
は
折
價
で
あ
り
、
か
ね
て
借

欠
や
幡
價
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
買
補
に
努
め
て
一
年
節
り
、
ナ
で

に
賓
貯
の
穀
は
八
十
除
萬
石
と
な
り
、
陸
続
報
到
す
る
も
の
も
二
十

萬
石
に
な
る
う
と
し
て
い
た
と
傅
え
ら
れ
る
。
四
年
十
二
月
に
は
そ

れ
か
ま
た
、
倉
穀
原
数
は
一
百
一
十
四
萬
八
千
五
百
六
十
一
石
零
で

存
穀
は
七
十
五
萬
六
千
九
十
六
石
零
と
逆
韓
し
て
い
い
。
定
額
の
約

六
割
の
賓
貯
で
あ
る
。
そ
の
他
の
諸
省
分
で
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
だ

っ
た
と
見
え
、
雲
南
省
で
は
、
通
省
の
倉
儲
と
な
る
と
銀
を
存
し
て

未
だ
買
わ
な
い
も
の
が
頗
る
多
呻
、
陵
西
省
で
は
、
米
・
娶
・
豆
な

ど
通
省
合
計
し
て
約
十
の
六
七
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
七
割

を
さ
え
雍
正
帝
は
ご
ま
か
し
の
数
字
だ
と
見
て
い
た
ら
し
心
。

　

雍
正
四
・
五
年
を
期
と
し
て
、
全
國
的
に
倉
穀
の
充
賞
が
企
て
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
雍
正
帝
が
五
年
六
月
、
江
蘇
巡
撫
・
陳
時
夏
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に
批
論
し
て
、
米
價
は
但
だ
に
汝
の
江
蘇
一
省
の
み
な
ら
吏
、
直
省
は

　
　

み
な
高
い
。
湖
廣
省
の
ご
と
き
も
亦
長
じ
て
一
雨
を
越
え
る
に
至
っ

　
　

た
。
乙
巳
・
丙
午
（
雍
正
三
・
四
年
）
の
二
年
は
軟
歳
と
い
え
る
程
の
も

　
　

の
で
は
な
い
。
意
う
に
各
省
が
倉
儲
を
買
補
し
よ
う
と
し
て
そ
う
な

　
　

っ
た
の
だ
。
自
分
は
こ
の
事
に
つ
き
、
一
方
で
は
（
米
貴
を
）
心
配
し

　
　

つ
つ
も
、
一
方
で
は
（
貯
穀
を
）
歓
喜
し
て
い
る
と
い

Ｊ
、
ま
た
同
じ

　
　

こ
ろ
、
署
理
湖
廣
總
督
の
福
｝
や
廣
西
巡
撫
の
韓
良
６
　
に
對
し
て
も

　
　

同
趣
旨
の
殊
批
を
下
し
て
い
る
。
よ
く
そ
の
倉
穀
充
賓
へ
の
努
力
を

　
　

物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

雍
正
期
の
官
倉
々
貯
の
賞
態
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
時
の
前
後

　
　

に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
百
パ
ー
セ
ン
ト

　
　

の
充
責
時
（
そ
ん
な
時
が
そ
う
ザ
ラ
に
あ
つ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
）
に

　
　

あ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
前
記
の
数
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
七
十

　
　

パ
ー
セ
ン
ト
止
り
の
賓
貯
の
と
き
に
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
耀
三
は

　
　

そ
の
匯
貯
の
額
面
に
對
し
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
く
に
常
平

　
　

倉
穀
の
場
合
は
、
年
間
の
平
耀
の
た
め
に
必
要
と
す
る
平
均
敷
値
を

　
　

基
準
に
し
て
逆
に
そ
の
感
貯
の
額
面
が
割
り
出
さ
れ
て
い
た
は
す
だ

　
　

か
ら
、
こ
れ
は
至
極
営
然
な
こ
と
で
、
預
備
倉
穀
も
結
局
こ
れ
に
準

5
1
5

　

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
事
賓
、
官
達
・
常
套
ら

が
廣
東
省
で
庖
に
耀
三
す
べ
き
常
平
倉
穀
は
四
十
八
萬
石
だ
と
い
う

場
合
に
は
、
賓
貯
高
に
對
し
て
で
は
な
く
額
貯
高
に
對
し
て
そ
う
言

っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
注
＠
に
同
じ
）
。
と
す
る
と
、
中
・
南
シ
ナ
の

十
二
省
で
は
毎
年
、
約
千
五
百
萬
石
の
額
貯
高
の
三
割
な
い
し
四
割

ぐ
ら
い
の
倉
穀
（
婁
そ
の
他
を
奄
合
む
）
、
つ
ま
り
四
百
五
十
萬
か
ら
六

百
萬
石
ぐ
ら
い
の
そ
れ
が
民
間
そ
の
他
に
放
出
さ
れ
、
次
い
で
ま
た

買
補
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
の
漕
米
を
穀
に
改

め
た
場
合
（
一
米
二
穀
）
の
も
の
に
や
や
近
い
敷
字
で
あ
る
。
蘇
州
布

政
使
の
高
斌
は
、
雍
正
八
年
三
月
に
、
存
七
耀
三
の
ご
と
き
は
定
例

に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
向
来
賓
は
賞
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
と
言
い
の
け
て
い
細
。
こ
れ
が
奄
し
全
國
的
な
事
賞
だ
っ
た
と
す

る
と
話
は
ま
た
別
だ
が
、
し
か
し
耀
三
穀
の
買
補
、
な
い
し
は
倉
穀

買
補
の
記
録
が
少
な
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
そ

う
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
買
補
の
困
難
を
猟
期
し
て
、
規
模
を
控

え
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
全
然
や

ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
　
０
結
局
、
各
省
別
（
十
省
）
に
整
理
す
る

と
、
規
則
上
で
は
次
表
の
よ
う
な
敷
字
１
多
く
は
そ
れ
の
何
割
が

け
か
の
数
字
の
倉
穀
が
、
毎
年
耀
頁
・
賑
散
さ
れ
て
は
ま
た
買
補
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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省

　

分1毎年耀貞賑散倉穀高

浙江1,120,000～840,000

安

　

徽

　　

752,000～564,000

江

　

蘇

　　

612,000～459,000

祗

　

建

　　

640,000～480,000

廣

　

東

　　

640,000～480,000

江

　

西

　　

548,000～411,000

廣

　

西

　　

508,000～381,000

四

　

川

　　

412,000～309,000

湖

　

南

　

280,000～210,000

湖

　

北

　　

208,000～156,000

合

　

計

　

5720,000～4290,000

　

こ
の
敷
字
の
系
列
を
み
て
直
ぐ
感
じ
と
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

あ
の
Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
一
Ａ
・
Ｆ
【
Ａ
…
…
…
の
系
列
と
ほ
と
ん
ど
逆
の
順
序

に
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
四
川
の
一
省
の
ご
と
き
、
増
額
前
の
四

十
一
萬
石
か
ら
計
算
す
る
と
、
こ
こ
で
の
数
字
は
約
十
敷
萬
石
と
な

っ
て
最
下
位
に
お
ち
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ｆ
一
Ａ
あ
る
い
は
旦
Ｄ
の

敷
値
の
高
い
ほ
ど
、
平
耀
・
賑
散
の
必
要
を
よ
り
少
な
く
感
じ
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
順
序
の
錯
倒
は
ま
こ
と
に
理
の
常
然
で
は
あ

る
が
、
し
か
も
こ
の
場
合
の
と
く
に
買
補
の
必
要
が
、
Ｆ
一
Ａ
数
値

の
よ
り
低
か
っ
た
省
分
に
對
し
て
、
一
冊
こ
れ
を
低
め
る
結
果
に
な

っ
て
い
た
と
は
十
分
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

五

　

中
・
南
シ
ナ
諸
省
の
米
穀
事
情
（
上
）

　

中
・
南
シ
ナ
の
産
‥
食
米
諸
省
に
お
け
る
Ｆ
一
Ａ
、
し
た
が
っ
て
、

旦
Ｄ
の
諸
数
値
が
、
現
物
視
と
く
に
漕
白
糧
米
の
徴
収
運
趾
と
常

平
倉
系
・
後
備
倉
系
諸
官
倉
の
い
わ
ゆ
る
轜
三
倉
穀
の
主
と
し
て
買

補
な
ど
、
種
々
の
政
治
的
操
作
の
影
響
に
よ
っ
て
、
大
小
の
諸
敷
値

を
平
均
化
す
る
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
大
小
の

差
を
鎬
大
す
る
方
向
に
お
い
て
愛
更
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
節
に
詳
説
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

使
更
せ
し
め
ら
れ
た
Ｓ
一
Ｄ
の
諸
敷
値
の
系
列
は
、
省
別
・
大
小
順

に
い
っ
て
恐
ら
く
、
四
川
・
湖
南
・
湖
北
・
江
西
・
廣
西
・
廣
東
・

安
徴
・
江
蘇
・
浙
江
・
幅
建
の
順
序
か
、
違
っ
て
は
い
て
も
そ
れ
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
中
・
南
シ
ナ
の
諸
省
分
の
う
ち
に
は
、
１
　
作
に
對

し
て
あ
ま
り
に
熱
意
が
な
く
、
事
賞
そ
の
生
産
額
も
き
わ
め
て
少
な

い
省
分
も
あ
っ
た
。
湖
南
・
江
西
・
廣
西
の
諸
省
お
よ
び
幅
建
省
属

の
毫
湾
府
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
四
川
省
も
同
様
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
娶
作
に
熱
心
で
あ
り
、
熱
心
と
は
い
え

ぬ
ま
で
も
ヽ
生
産
額
の
相
常
多
い
省
分
も
あ
っ
た
・
ｙ
び
の
系
列
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で
の
廣
東
省
以
下
の
諸
省
か
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
ず
る
と
こ
ろ

が
何
で
あ
っ
た
か
は
多
言
を
費
す
ま
で
も
な
い
。
結
局
、
貧
乏
人
は

麦
を
食
え
１
娶
と
い
っ
て
も
、
主
と
し
て
麺
粉
に
挽
け
る
小
娶
で

あ
る
。
大
麦
は
中
國
で
は
醤
油
の
醸
造
用
以
外
に
除
り
需
要
が
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
Ｉ
金
の
な
い
も
の
は
麺
を
食
え
、
と
い
う
形
に

お
い
て
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
條
件
を
織
り

こ
ん
だ
上
で
の
、
各
省
自
給
経
済
へ
の
懸
命
な
努
力
の
跡
を
示
す
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
扁
建
省
で
麦
作
地
が
同
時
に
番
薯
栽
培
地
で
あ

っ
た
こ
と
な
と
が
こ
二
八
頁
）
、
よ
く
そ
の
間
の
消
息
を
物
語
る
。
つ

ね
に
辺
疆
、
す
な
わ
ち
穀
類
輸
出
禁
止
へ
の
衝
動
を
秘
め
て
い
た
各

省
間
係
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
も
人
間
の
知
慧
の
働
く
べ
き
場

の
一
つ
で
は
あ
る
。
人
々
は
い
や
底
な
し
に
そ
う
し
た
努
力
を
傾
け

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

あ
る
省
分
で
は
ほ
と
ん
ど
稲
米
一
本
立
て
の
、
ま
た
あ
る
省
分
で

は
米
・
娶
そ
の
他
の
雑
穀
・
番
薯
を
と
り
ま
ぜ
た
、
雍
正
期
中
・
南

シ
ナ
に
お
け
る
諸
省
の
食
糧
對
策
は
、
果
た
し
て
所
期
の
効
果
を
皐

げ
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
主
食
穀
に
つ
い
て
の
各
省
自
給
経
済
へ
の
努

力
は
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

結
論
的
に
い
う
な
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
効
果
を
収
め
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
は
、
す
べ
て
の
省
分
か
農
作
上
の

諸
條
件
に
恵
ま
れ
、
ま
た
定
額
以
上
の
政
治
的
収
奪
も
な
い
と
い
っ

た
言
わ
ば
理
想
的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
主
食

穀
に
つ
い
て
の
各
省
自
給
と
い
ウ
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
少
な
く
と
も
極
端
な
一
二
省
分
を
除
い
て
は
、
あ
り
得
た

の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
（
一

九
一
頁
）
、
稲
米
に
つ
い
て
の
輸
入
省
分
・
輸
出
省
分
憾
必
ず
し
も
巌

密
に
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
、
こ
れ
ま
た
後
述
の
よ
う
に

（
一
六
三
頁
）
、
二
年
連
績
豊
作
の
あ
と
を
受
け
た
雍
正
七
年
の
廣
東

省
の
ご
と
き
は
、
一
単
に
米
穀
不
足
省
分
の
通
り
相
場
を
く
っ
が
え

し
て
叡
十
年
ぶ
り
で
の
米
の
新
安
値
を
現
出
し
、
あ
ふ
り
を
食
っ
た

廣
西
省
に
米
價
の
下
落
で
い
わ
ゆ
る
熟
荒
の
嘆
き
を
味
わ
せ
て
り
る
。

こ
う
し
た
事
か
ら
考
え
る
と
、
各
省
と
も
に
理
想
的
な
状
態
に
お
か

れ
た
と
き
に
は
、
各
省
自
給
と
い
う
こ
と
も
必
ず
し
も
紙
上
の
空
論

で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
現
寅
は
決
し
て
理
想
と
う
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
人

災
は
と
も
か
く
、
各
種
の
天
災
の
来
襲
は
ほ
と
ん
ど
避
く
べ
く
も
な

か
っ
た
。
「
産
米
の
郷
に
係
り
、
歳
に
荒
歓
な
し
と
雖
も
、
し
か
も

積
貯
の
計
は
預
じ
め
御
書
せ
ざ
る
べ
か
ら
ち
」
・
そ
ん
な
の
ん
気
な
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1
8

　

こ
と
を
言
っ
て
５
　
ら
れ
る
四
川
省
の
場
合
は
ま
だ
よ
か
っ
た
。
し
か

　
　

し
そ
の
外
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
旱
害
に
せ
よ
、
水
害
に
せ
よ
、
蛉

　
　

害
に
せ
よ
、
被
害
の
規
模
は
時
あ
っ
て
か
極
め
て
大
き
い
。
こ
う
し

　
　

て
例
え
ば

　
　
　
　

米
の
産
額
の
年
に
よ
り
て
甚
だ
し
き
愛
化
を
示
す
こ
と
は
我
國

　
　
　
　

の
如
き
地
方
に
お
い
て
見
ざ
る
所
と
す
。
何
と
な
れ
ば
米
産
地

　
　
　
　

は
…
…
卑
湯
の
地
に
あ
り
て
水
災
の
被
害
を
受
く
る
こ
と
甚
だ

　
　
　
　

多
し
。
…
…
一
大
湖
水
に
便
じ
叡
旬
間
減
水
を
見
ざ
る
こ
と
少

　
　
　
　

な
が
ら
ざ
る
を
以
て
其
農
作
物
に
呉
う
る
被
害
た
る
想
像
の
外

　
　
　
　

に
あ
り
。
故
に
僅
に
自
省
の
産
米
を
以
て
其
糧
食
を
自
給
す
る

　
　
　
　

地
方
に
お
い
て
は
多
少
の
災
害
に
遭
遇
ナ
れ
ぼ
直
ち
に
之
を
他

　
　
　
　

省
に
仰
が
ざ
る
を
得
ず
。

　
　

こ
れ
は
民
國
初
期
に
つ
い
て
の
立
論
で
あ
る
。
漕
白
糧
米
な
ど
の
あ

　
　

っ
た
雍
正
期
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
す
で
に
、
米
穀
の
需
給
開
係
に

　
　

っ
い
、
て
の
敷
値
に
違
い
か
あ
っ
た
は
す
だ
が
、
し
か
し
、
天
災
な
ど

　
　

に
よ
っ
て
、
需
給
闘
係
が
狂
い
や
す
か
っ
た
こ
と
自
箆
に
は
今
も
昔

　
　

■
＃
愛
り
は
な
い
。

　
　
　

こ
う
し
て
雍
正
時
代
に
も
、
中
・
南
シ
ナ
の
諸
省
間
に
お
け
る
米

　
　

穀
の
流
通
開
係
は
、
少
な
く
と
も
一
部
で
は
ほ
と
ん
ど
常
態
化
し
、

営
然
の
こ
と
な
が
ら
、
通
例
は
Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら

低
い
と
こ
ろ
へ
と
流
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
具
膿

的
に
論
述
す
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
す
中
・
南
シ
ナ
各
省
に
お
け
る
米

穀
事
情
を
Ｉ
－
で
き
れ
ば
各
省
内
部
に
お
け
る
米
穀
の
流
通
状
態
を

含
め
て
、
Ｆ
一
Ａ
敷
値
の
高
そ
う
な
も
の
か
ら
順
序
に
検
討
し
て
か

き
た
い
と
思
う
。
史
料
の
制
約
上
、
各
省
に
つ
い
て
同
じ
重
黙
に
つ

い
て
の
、
同
じ
密
度
を
も
っ
だ
報
告
を
え
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
期

待
し
が
た
い
け
れ
ど
も
。

　
　
　

㈲

　

四
川
省
の
米
穀
事
情

　

四
川
省
は
明
末
清
初
、
農
民
叛
胤
の
指
導
者
張
献
忠
（
一
六
〇
六
～

里
ハ
）
の
占
攘
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
初
め
は
明
軍
、
つ
い
で
は
清
軍

の
討
伐
を
う
け
て
連
年
戦
火
が
絶
え
な
か
っ
た
た
め
、
田
野
は
荒
れ

放
題
に
荒
れ
て
、
住
民
は
寥
々
た
る
有
様
と
な
っ
た
。
自
来
こ
の
地

に
地
方
官
た
る
も
の
は
た
だ
民
人
の
寡
な
い
こ
と
を
患
い
と
し
、
升

合
の
軽
微
な
銭
糧
を
納
め
る
だ
け
で
、
田
地
敷
畝
を
占
め
さ
せ
て
き

た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
界
限
は
遼
閥
で
田
地
は
荒
蕪
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
。
そ
こ
で
前
後
に
旨
を
奉
じ
、
民
人
を
招
休
し
て
地
方
を
填

賞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
そ
の
結
果
と
し
て
四
川
省
は
、
大
半
は

み
な
陵
西
省
（
秦
）
人
や
湖
廣
省
（
楚
）
人
の
雑
處
す
る
と
こ
ろ
と
な
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ｔ

日
友
１
型
く
ｗ
ｒ
-
m
ｓ
ｍ
^
ｆ
ｉ
と
力
俣
唄
た
と
が
い
ご
て
誦
套
こ
と

　
　

が
絶
え
間
な
か
っ
た
と
い
‰
。
別
の
傅
久
で
も
、
雍
正
五
年
、
差

　
　

州
・
順
慶
二
府
か
ら
成
都
ま
で
く
る
途
中
で
み
た
居
民
は
、
昔
か
ら

　
　

の
土
著
人
は
十
の
二
三
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
齢
の
十
の
六
七
ま
で
が
秦

　
　

人
で
な
け
れ
ば
楚
人
で
、
敷
年
来
新
附
入
籍
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

　
　

ま
だ
入
籍
で
き
ず
、
模
様
ま
ち
し
て
暫
ら
く
商
頁
し
て
い
る
も
の
も

　
　

あ
り
、
そ
の
歳
に
な
っ
て
も
、
陸
績
と
蜀
に
く
る
も
の
が
絡
縁
と
し

　
　

て
絶
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
外
省
人
と
し
て
は
そ
れ
ら
の
ほ
か
、

　
　

と
く
に
川
東
一
帯
に
は
江
西
省
人
が
多
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
雍
正
五

　
　

年
ご
ろ
か
ら
廣
東
・
福
建
荊
省
人
の
流
入
が
目
立
っ
て
き
た
の
が
注

　
　

意
さ
れ
る
。
こ
と
に
廣
東
省
か
ら
は
、
数
萬
を
下
ら
ぬ
大
量
の
人
口

　
　

が
流
入
し
た
か
、
こ
の
こ
と
に
闘
し
て
雍
正
帝
は
、
四
川
省
で
は
米

　
　

が
三
銭
で
一
石
買
え
、
肉
は
一
銭
で
七
触
買
え
る
と
い
っ
た
デ
マ
が

　
　

あ
る
の
で
人
心
を
誘
惑
す
る
の
だ
と
い
う
見
方
を
し
て
い
た
。

　
　
　

雍
正
帝
は
そ
の
治
世
の
第
八
年
に
、
四
川
省
で
は
過
去
敷
十
年
の

　
　

あ
い
だ
、
握
を
軽
く
１
　
賦
を
薄
く
し
て
き
た
。
近
日
は
荒
蕪
が
よ
う

　
　

や
く
闘
け
て
、
土
著
の
人
と
流
民
と
か
各
々
そ
の
半
ば
に
居
る
と
い

　
　

っ
て
い
乱
・
そ
の
半
ば
と
い
う
比
率
の
営
否
は
と
も
あ
れ
、
四
川
省

5
1

　

の
田
土
が
、
主
と
し
て
外
省
か
ら
の
流
民
た
ち
の
手
で
開
墾
さ
れ
た

も
Ｃ
て
あ
じ
た
こ
と
は
疑
限
の
飴
地
が
な
い
。
た
だ
そ
の
流
汗
の
成

果
が
い
っ
ま
で
も
か
れ
ら
自
身
の
も
の
と
し
て
保
臆
さ
れ
た
か
ど
う

か
は
、
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。
十
二
年
五
月
に
お
い
て
「
四
川
の
一

省
は
素
と
沃
壌
と
栢
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
先
年
地
土
は
多
く
豪
強
に

隠
占
さ
れ
て
い
た
」
と
懐
顧
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
廣
東
省
の
例
で
も
、

下
手
に
開
墾
ナ
る
と
豪
強
に
占
奪
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
恐
れ
て

有
り
あ
ま
る
荒
地
が
、
荒
れ
る
が
ま
ま
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
事

な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
保
鐙
は
ほ
と
ん
ど
有
り
得
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
四
川
省
民
に
つ
い
て
は
、
土
著
が
甚
だ
少
な
く
て
軽
々

し
く
遷
徒
し
、
總
じ
て
久
遠
の
計
を
な
さ
な
い
と
か
、
郷
民
は
貧
富

に
論
な
く
、
多
く
は
草
棚
を
搭
し
て
居
住
し
て
い
た
と
も
傅
え
ら
れ

る
。
強
豪
に
墾
地
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
流
民
た
ち
は
、
も
し
。
そ

の
ま
ま
強
豪
の
佃
戸
化
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
他
の
空
地
に
気

が
る
に
遷
徒
し
な
が
ら
、
新
し
い
開
墾
の
歩
を
進
め
て
い
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

　

強
豪
た
ち
に
隠
占
さ
れ
た
田
地
・
人
丁
の
ほ
か
、
入
籍
も
れ
の
流

民
（
と
そ
の
田
地
）
も
は
な
は
だ
多
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
四
川
全

省
に
は
田
地
・
人
丁
の
欺
隠
が
ひ
じ
よ
う
に
多
く
、
こ
と
に
田
地
に

つ
い
て
は
他
省
の
場
合
と
ち
か
っ
て
「
隠
匿
し
て
年
あ
る
」
と
こ
ろ
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に
特
色
が
あ
０
　
ヽ
さ
ら
に
そ
の
欺
隠
の
比
率
は
五
六
割
に
達
し
て
い

　
　

た
と
さ
火
推
定
さ
れ
、
結
局
大
規
模
な
湾
丈
（
丈
最
）
―
こ
れ
に
は

　
　

も
ち
ろ
ん
農
民
た
ち
、
お
そ
ら
く
は
地
主
だ
も
の
強
硬
な
反
對
が
あ

　
　

っ
た
ｉ
の
断
行
を
不
可
避
な
ら
し
め
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で

　
　

あ
る
（
一
三
五
頁
）
。

　
　
　

税
率
は
低
し
、
漕
糧
は
出
さ
す
、
ま
た
「
毎
田
一
石
を
種
え
れ
ば

　
　

穀
百
飴
石
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
噂
が
ま
こ
と
し
や
か

　
　

に
蕗
え
ら
れ
る
ほ
ど
地
味
か
膏
映
で
も
あ
っ
た
か
り
、
と
く
に
雍
正

　
　

七
八
年
の
清
丈
の
完
成
ま
で
は
、
四
川
の
一
省
は
、
相
對
的
な
意
味

　
　

で
は
天
下
切
っ
て
の
米
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の

　
　

省
分
は
大
赦
が
山
國
で
あ
る
。
米
ど
こ
ろ
と
は
い
え
、
到
る
と
こ
ろ

　
　

稲
米
の
生
産
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
萬
山
の
叢
積
す
る
う
ち

　
　

で
、
た
だ
成
都
附
近
の
十
除
の
州
繋
が
平
洋
寛
廠
、
田
に
は
渠
堰
す

　
　

な
わ
ち
水
利
の
施
設
が
多
く
、
も
と
も
と
米
穀
を
産
し
て
古
く
か
ら

　
　

沃
野
千
里
と
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
除
の
府
廳
州
繋
は
、
み

　
　

な
山
に
依
り
澗
に
傍
し
、
そ
の
田
培
地
塊
は
専
ら
天
雨
の
濯
漑
に
た

　
　

よ
り
、
梢
し
で
恚
）
時
に
及
ば
な
い
こ
と
が
あ
る
と
す
ぐ
不
作
に
な
る

　
　

と
い
っ
た
倶
合
で
あ
っ
た
。
松
浦
の
一
廳
（
四
川
省
西
北
部
甘
粛
省
寄
り
）

　
　

藤
源
（
西
南
部
雲
南
省
寄
り
）
等
の
四
州
に
は
秋
禾
を
産
し
な
い
と
い
わ

れ
る
の
街
ヽ
柘
米
が
全
然
で
き
な
い
と
言
う
事
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
。
全
賠
と
し
て
み
る
と
き
、
雍
正
期
に
や
け
る
四
川
省
の
米
穀

の
生
産
状
況
は
、
成
都
・
重
慶
・
豊
州
・
濾
州
・
卵
州
等
の
府
州
属

が
産
穀
す
で
に
多
く
、
保
寧
・
順
慶
・
寧
遠
・
叙
州
・
嘉
定
・
眉

州
・
遠
州
・
綿
州
・
資
州
・
渥
川
州
等
の
府
州
属
は
、
産
穀
の
多
寡

が
一
つ
で
は
な
く
、
た
だ
雅
州
・
龍
安
の
二
府
と
直
隷
茂
州
等
の
属

に
は
産
穀
が
多
く
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
巴
蜀
盆
地
の
冲
積
地
を
中
心
と
す
る
四
川
一
省
の
米
穀

生
産
高
は
、
と
く
に
そ
の
土
地
清
丈
の
完
成
ま
で
は
、
表
向
き
の
人

丁
数
・
田
土
畝
数
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
単
に
生

産
高
か
高
く
、
生
産
率
か
よ
か
っ
た
ぽ
か
り
で
な
い
。
年
歳
に
よ
る

豊
凶
の
差
も
比
較
的
少
な
か
っ
た
ら
し
く
（
一
五
三
頁
）
、
米
穀
事
情
が

安
定
し
て
い
た
。
四
川
省
民
の
習
俗
で
は
、
か
つ
て
米
穀
を
蓋
蔵
す

る
も
の
が
な
く
、
た
と
え
紳
士
豊
裕
の
家
で
あ
る
う
と
、
皆
隔
年
の
蓄

ね
え
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
安
定
に
對
す
る
気

の
弛
み
か
ら
で
あ
ろ
う
。
河
南
省
あ
た
り
の
郷
村
に
は
、
や
や
も
す

れ
ば
「
糧
百
齢
石
の
家
」
が
あ
り
、
食
料
事
情
の
逼
迫
に
際
し
て
、
附

近
の
貧
民
か
ら
夜
討
ち
を
か
け
ら
れ
る
事
も
あ
っ
句
の
と
は
、
大
ち

が
い
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
米
穀
は
Ｉ
そ
う
市
場
に
だ
ぶ
っ
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く
。
價
格
は
ま
す
ま
す
も
っ
で
屡
し
下
げ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
前

　
　

出
（
一
五
五
頁
）
、
雍
正
帝
の
い
わ
ゆ
る
米
一
石
三
銭
と
い
う
相
場
（
雍

　
　

正
六
年
）
も
、
同
省
で
は
必
ず
し
も
有
り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
　

じ
七
つ
李
衛
の
ご
と
き
は
雍
正
五
年
ご
ろ
、
四
川
省
で
は
米
價
が
甚

。
だ
賤
し
く
、
た
め
に
か
恥
の
大
き
さ
が
他
省
の
倍
も
あ
り
、
浙
江
省

　
　

の
解
で
十
萬
訟
石
の
も
の
が
、
四
川
省
の
解
で
は
た
だ
四
萬
七
千
齢

　
　

石
に
し
か
営
ら
な
か
っ
た
と
傅
え
て
い
る
。

　
　
　

四
川
省
民
と
し
て
は
結
局
、
あ
り
あ
ま
る
米
穀
を
省
外
に
輪
出
す

　
　

る
こ
と
に
依
っ
て
、
「
熟
荒
」
的
な
、
そ
れ
以
上
の
價
格
の
惨
落
を

　
　

ふ
せ
ぎ
、
あ
わ
せ
て
、
銭
糧
納
付
の
た
め
に
必
要
な
現
銀
を
手
に
入

　
　

れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
か
れ
ら
は
そ
の
よ
う
に
し
て

　
　

い
た
か
、
そ
の
際
、
四
川
全
省
の
米
穀
の
最
大
の
集
散
地
と
な
っ
た

　
　

の
は
重
慶
府
で
あ
っ
た
（
一
八
四
頁
參
照
）
。

　
　
　
　
　

卯
湖
廣
省
の
米
穀
事
情

　
　
　

湖
廣
省
す
な
わ
ち
湖
北
・
湖
南
雨
省
に
つ
い
て
は
、
雍
正
四
年
末
、

　
　

都
察
院
左
都
御
史
で
同
省
總
督
印
務
を
署
理
し
て
い
た
循
敏
が
、
そ

　
　

の
天
下
第
一
出
米
の
匝
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
。
ま
た
か
っ

　
　

て
の
「
江
・
浙
稔
れ
ぼ
天
下
足
る
」
等
に
對
し
て
（
一
三
一
頁
）
、
ほ
ぽ

5
2

　

明
代
の
末
ご
ろ
か
ら
「
湖
廣
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
」
と
い
う
俗
諺
が

民
間
に
言
い
は
や
さ
れ
て
殊
た
こ
と
･
＃
-
＜
ｙ
よ
く
匁
る
と
こ
そ
て
瓊

ろ
う
。
相
對
的
に
も
絶
對
的
に
も
、
文
字
ど
か
り
天
下
第
一
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
少
し
疑
問
だ
と
し
て
も
、
相
對
的
に
は
四
川
省
に
つ

き
、
絶
對
的
に
は
江
南
省
（
江
蘇
’
安
徽
二
省
）
と
ど
ち
ら
か
、
と
い

っ
た
米
穀
の
大
生
産
省
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

た
だ
一
口
に
湖
廣
省
と
い
っ
て
も
、
米
穀
の
主
産
地
は
、
雍
正
二

年
度
の
奏
鮒
冊
上
の
田
土
面
積
で
は
却
っ
て
少
な
い
湖
南
省
で
あ
っ

た
。
湖
北
省
一
帯
、
と
く
に
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
な
中
心
地
と
し

て
、
多
く
の
非
農
業
人
口
を
か
か
え
た
武
昌
お
よ
び
漢
口
地
方
が
、

湖
南
省
地
方
か
ら
す
る
産
米
の
供
給
を
、
も
っ
と
も
大
き
な
命
の
綱

の
一
つ
と
し
て
い
た
事
鶏
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
諒
解
で
き
よ

う
。
湖
北
省
で
の
米
穀
の
主
産
地
が
、
漢
水
・
揚
子
江
そ
の
他
湖
水

の
沿
岸
に
偏
在
し
心
、
湖
岸
で
は
い
わ
ゆ
る
「
湖
田
～
匹
域
を
形
成

に
四
、
湖
南
省
で
の
そ
れ
が
長
沙
附
近
・
常
徳
附
近
・
お
よ
び
湘
江
附

近
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
國
初
期
に
も
そ
の
二
百
年
前
に
も
大
差
は

な
か
っ
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。
湖
南
省
、
と
く
に
長
沙
・
岳
州
お

よ
び
常
徳
の
三
郡
の
米
産
に
つ
い
て
は
、
洞
庭
湖
で
の
土
地
利
用
が

一
大
特
色
と
し
て
目
立
っ
て
い
る
。
同
湖
は
、
春
夏
水
護
の
さ
い
に

は
洪
波
果
て
無
い
状
態
と
な
る
。
秋
冬
に
水
が
涸
れ
る
と
今
度
は
萬
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頃
の
平
原
と
化
す
る
。
潰
湖
の
居
民
は
（
古
く
か
ら
）
堤
を
築
い
て
水

　
　

を
堵
い
で
こ
れ
を
耕
し
て
い
た
か
、
な
に
ぶ
ん
に
も
地
勢
の
卑
下
な

　
　

と
こ
ろ
、
時
と
し
て
水
患
を
ま
ぬ
か
れ
す
、
侍
み
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
　

惟
だ
堤
埴
ぼ
か
り
で
あ
っ
た
。
同
じ
堤
堆
と
は
い
え
、
形
勢
は
湖
北

　
　

省
の
場
合
と
は
る
か
に
異
な
る
。
湖
北
の
堤
は
揚
子
江
を
禦
い
で
田

　
　

を
救
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
か
、
湖
南
の
堤
は
水
を
眺
い
で
田
と
す

　
　

る
も
の
で
あ
っ
た
。
湖
北
の
堤
は
あ
る
い
は
東
西
に
長
さ
叡
百
里
・

　
　

南
北
に
長
さ
叡
百
里
と
い
う
式
で
あ
っ
た
か
、
湖
南
の
堤
は
大
き
い

　
　

も
の
で
周
圖
百
鈴
里
・
小
さ
い
も
の
で
二
三
里
、
四
角
い
の
も
あ
り

　
　

丸
い
の
も
あ
っ
て
、
星
羅
棋
布
し
、
名
は
堤
で
あ
る
け
れ
ど
も
賞
は

み
な
坑
（
椀
状
の
か
こ
い
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
ご
。
産
米
の
郷
、
つ
ま
り

米
ど
こ
ろ
で
、
米
價
が
他
省
よ
り
も
賤
い
こ
と
で
聞
え
だ
同
じ
湖
南

省
で
も
西
部
・
南
部
・
西
南
部
の
山
寄
り
の
地
方
で
は
大
分
様
子
が

違
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
辰
州
・
靖
州
・
衡
州
・
永
州
所
腸
は
多

く
山
場
に
属
し
、
百
姓
た
ち
は
松
や
杉
を
栽
植
し
て
伐
責
し
、
あ
る

い
は
桐
樹
、
茶
樹
、
蝋
樹
な
ど
を
う
え
て
生
計
を
営
み
、
ま
た
衡
属

で
は
姻
草
を
う
え
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
米
穀
以
上
に
、
モ

の
他
の
高
度
の
換
金
作
物
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
な
の

で
あ
ろ
う
。

　

洞
庭
湖
附
近
お
よ
び
湘
江
流
域
を
中
心
と
し
て
多
量
に
産
出
さ
れ

た
湖
南
米
は
、
長
沙
・
衡
州
・
岳
州
お
よ
び
常
徳
の
四
府
な
ど
交
通

の
便
よ
く
、
と
く
に
舟
揖
の
聚
ま
り
易
い
と
こ
ろ
に
一
腹
集
荷
さ
れ
、

自
省
消
費
分
以
外
の
飴
剰
分
は
さ
ら
に
省
外
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
と

推
想
さ
れ
る
加
、
な
か
で
も
最
大
の
集
散
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た

の
は
ｉ
北
風
を
ま
と
も
に
受
け
や
す
く
、
ま
た
小
港
の
湾
入
に
も

恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
長
沙
（
長
沙
膳
）
と
は
違
っ
て
１
商
船
の
た

め
に
は
屈
竟
の
棲
泊
の
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
長
沙
府
屡
の
湘
潭
語

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
干
鍍
も
の
商
船
が
雲
集
し
、
四
方
の
商
買
が
轜

較
す
る
。
そ
し
て
敷
里
の
市
銀
で
は
貨
物
を
堆
積
し
て
有
無
を
慾
遷

し
、
居
民
の
櫛
比
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
た
。
雍
正
元
年
九
月
、
中

央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
て
湖
南
米
・
大
量
十
萬
石
の
採
買
に
あ
た
っ

た
兵
科
掌
印
給
事
中
の
陳
世
怪
は
、
長
沙
・
湘
潭
お
よ
び
衡
陽
の
三

力
處
で
そ
れ
を
買
い
調
の
久
、
民
船
一
百
四
十
五
弦
を
雇
い
入
れ
て

こ
れ
を
運
び
さ
っ
た
。
長
沙
・
衡
陽
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
湖
南
省
に
お

け
る
大
集
散
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
か
、
中
で
も
外
省
に
對

ナ
る
出
口
と
し
て
は
、
湘
潭
が
も
っ
と
も
利
用
さ
れ
易
く
、
ま
た
事

賞
、
も
っ
と
も
盛
ん
に
、
利
用
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
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と
は
言
え
、
湘
潭
等
に
集
荷
さ
れ
た
米
穀
か
、
そ
こ
か
ら
直
接
中

　
　

國
の
各
地
に
忿
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
に
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

　
　

か
っ
た
ら
し
い
。
湖
南
に
産
出
す
る
鍼
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
事
が
い

　
　

わ
れ
て
い
る
。
産
鍼
の
地
方
で
は
、
外
省
か
ら
来
た
利
に
さ
と
い
商

　
　

販
た
ち
が
例
外
な
く
近
く
に
噛
を
設
け
て
錘
錬
し
Ｉ
（
外
省
の
商

　
　

業
資
本
に
よ
っ
て
製
鍼
手
工
業
が
経
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
別
個

　
　

の
問
題
で
は
あ
る
か
注
意
を
要
す
る
）
１
下
船
装
運
の
う
え
、
湖

　
　

北
省
の
漠
口
に
赴
い
て
翌
賢
し
、
あ
る
い
は
漢
口
か
ら
雨
江
（
江
南
省

　
　

・
江
西
省
）
に
蒋
運
し
て
か
ら
遣
販
す
る
Ｊ
。
米
穀
に
つ
い
て
も
漢
口

　
　

地
方
は
、
湖
北
の
省
城
武
昌
と
と
も
に
そ
の
供
給
を
四
川
省
と
湖
南

　
　

省
と
に
仰
ぎ
、
た
め
に
商
販
が
群
集
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
湖
南

　
　

米
も
や
は
り
、
一
お
う
漢
口
に
集
荷
さ
れ
て
始
め
て
、
そ
れ
以
外
の

　

Ｉ
諸
省
分
に
も
韓
運
さ
れ
た
の
だ
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

㈲
江
西
省
の
米
穀
事
情

　
　
　

江
西
省
に
開
す
る
Ｆ
一
Ａ
し
た
が
っ
て
旦
Ｄ
の
計
敷
は
、
前
掲

　
　

の
よ
う
に
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
他
の
諸
史
料

　
　

の
指
し
示
す
と
こ
ろ
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
同
省
は
明
ら
か
に
、

　
　

す
ぐ
れ
て
産
米
―
食
米
的
な
、
諸
省
分
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

5
2
3

　

F
一
Å
の
算
出
の
た
め
に
っ
か
っ
た
分
母
、
も
し
く
は
分
子
の
計
敷

の
ど
ち
ら
か
、
悪
く
す
る
と
そ
の
双
方
に
は
、
か
な
り
の
誤
差
が
ひ

そ
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
す
雍
正
帝
は
元
年
六
月
に
、
漕
米
を
負
撥
し
て
い
る
各
省
？

ち
で
は
、
惟
だ
湖
廣
省
と
江
西
省
と
が
米
を
産
す
る
こ
と
最
も
ひ
ろ

く
、
ま
た
近
年
、
盛
京
が
豊
収
の
た
め
米
價
が
や
す
い
お
蔭
で
、
こ

の
三
ヵ
處
が
（
食
糧
政
策
上
の
）
何
よ
り
の
頼
み
の
綱
だ
と
い
い
、
ま
た

雍
正
九
年
の
初
め
、
営
時
行
わ
れ
て
い
た
漕
糧
を
停
運
し
よ
う
と
す

る
議
論
に
、
江
西
省
に
お
け
る
米
價
維
持
の
見
地
か
ら
強
硬
に
反
對

し
た
あ
の
巡
撫
の
謝
曼
も
、
口
裏
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
運
漕
の
各

省
の
う
ち
で
は
唯
だ
江
西
省
と
湖
廣
省
と
が
、
米
を
産
す
る
こ
と
尤

も
多
い
と
言
っ
心
い
る
。
さ
ら
に
部
爾
泰
が
雍
正
五
年
、
程
廷
偉
と

い
う
も
の
の
積
穀
に
開
す
る
意
見
を
批
判
し
た
奏
文
の
う
ち
に
屯
、

　
　

臣
査
す
る
に
、
こ
の
法
は
こ
れ
を
江
西
等
の
處
の
米
穀
の
出
産

　
　

も
っ
と
も
高
く
、
水
路
四
通
し
客
販
は
な
は
だ
衆
く
、
庫
に
は

　
　

原
よ
り
節
帑
あ
り
、
農
に
は
原
よ
り
齢
粟
あ
る
に
行
わ
ぼ
、
貴

　
　

な
る
に
耀
し
賤
な
る
に
躍
し
て
上
下
こ
も
ご
も
済
い
、
用
意
も

　
　

と
よ
り
善
に
し
て
事
得
べ
き
に
属
す
。

と
あ
る
。
と
も
に
江
西
省
が
、
少
な
く
と
も
相
對
的
な
意
味
で
は
、

有
数
の
産
米
省
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
事
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2
４

　

宣
こ
の
省
分
で
は
、
と
き
と
し
て
い
わ
ゆ
る
熟
荒
の
危
瞼
に
見
舞
わ

　
　

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
雍
正
八
年
参
の
こ
と
で
あ
る
。
江
西
省
で
は

　
　

辿
歳
の
豊
収
に
加
え
て
、
こ
の
年
の
秋
も
大
豊
作
で
あ
っ
た
。
各
謁

　
　

の
穀
價
の
平
な
の
は
結
構
で
あ
っ
た
が
、
南
昌
・
瑞
州
・
饒
州
・
南

　
　

安
お
よ
び
鞍
州
の
五
府
で
は
ひ
ど
く
安
く
な
り
、
冬
に
は
毎
石
三
銭

　
　

四
五
分
か
ら
二
銭
七
八
分
不
等
に
な
っ
た
。
戸
ご
と
に
豊
盈
な
だ
め

　
　

市
に
は
収
買
す
る
も
の
か
少
な
く
、
そ
こ
で
秋
か
ら
参
に
か
け
て
、

　
　

民
間
で
現
銀
を
需
め
て
使
用
し
た
い
も
の
は
、
反
っ
て
そ
の
持
ち
米

　
　

を
耀
頁
す
る
道
か
な
く
て
苦
し
ん
だ
と
い
う
。
謝
曼
か
漕
糧
の
停
運

　
　

に
反
對
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
具
堕
的
な
経
済
的
背
景
に
ほ
か
な

　
　

ら
な
い
。
ゆ
ら
い
中
國
の
流
民
ｉ
大
災
や
凶
作
で
や
む
な
く
郷
土

　
　

か
ら
遊
離
し
た
農
民
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
は
口
づ
て
の
情
報
網
を
も

　
　

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
敏
感
に
穀
物
に
ゆ
と
り
の
あ
る
所
を
求

　
　

め
て
移
動
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
山
東
・
河
南
用
省
か
ら
の
流
民
心

　
　

し
ば
し
ば
湖
廣
省
、
と
き
に
は
遠
く
四
川
省
ま
で
流
れ
こ
ん
で
就
食

　
　

し
た
が
、
問
題
の
八
年
參
に
も
、
山
東
褒
州
等
の
處
の
被
水
乏
食
の

　
　

貧
民
は
妻
子
を
携
帯
し
て
江
西
省
に
入
り
、
南
昌
・
饒
州
・
九
江
等

　
　

の
府
で
食
を
求
め
て
い
‰
。
や
は
り
江
西
省
が
、
四
川
・
湖
廣
の
用

　
　

省
と
な
ら
ぶ
大
き
な
米
ど
こ
ろ
と
し
て
聞
久
て
い
た
た
め
な
の
で
あ

ろ
う
。

　

連
年
豊
作
の
後
を
う
け
た
雍
正
八
年
に
ば
か
り
、
い
わ
ゆ
る
熟
荒

の
危
機
が
あ
っ
だ
の
で
は
な
い
。
三
年
前
の
五
年
に
は
、
江
西
省
で

は
１
と
い
っ
て
も
、
一
部
に
お
い
て
で
は
あ
ろ
う
が
、
米
穀
で
も

っ
て
豚
服
を
飼
養
す
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

雍
正
帝
は
、
考
久
て
も
み
よ
、
穀
食
と
肉
食
と
で
は
ど
ち
ら
が
重
く

ど
ち
ら
が
軽
い
か
、
ど
ち
ら
が
緩
く
ど
ち
ら
が
急
で
あ
る
か
。
し
か

る
に
上
天
の
賜
う
と
こ
ろ
、
小
民
の
終
歳
勤
苦
し
て
獲
る
と
こ
ろ
を

も
っ
て
、
畜
類
を
や
し
な
う
役
に
立
て
る
と
は
と
い
っ
て
憤
激
し
て

は
い
る
か
、
農
民
と
し
て
は
む
し
ろ
、
有
り
蝕
っ
て
は
け
口
に
こ
ま

る
米
穀
―
と
く
に
恐
ら
く
は
砕
け
米
（
碑
け
米
で
豚
を
飼
う
こ
と
は

今
で
息

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
江
西
省
が
、
Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
の

如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
國
で
の
有
数
の
産
米
省
分
で
あ
っ
た
こ
と

楳
疑
問
の
節
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

江
西
省
で
の
米
穀
の
主
産
地
は
、
雍
正
八
年
に
米
價
が
ひ
ど
く
下

落
し
た
と
い
わ
れ
る
南
昌
・
瑞
州
・
饒
州
・
南
安
・
頗
州
な
ど
の
諸

府
に
、
常
時
山
東
省
か
ら
の
流
民
の
目
標
に
し
て
い
た
諸
地
方
の
】

つ
で
あ
る
九
江
府
を
加
え
た
地
域
、
な
か
ん
す
く
郡
陽
湖
の
附
近
と
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峡
江
の
流
域
と
で
あ
っ
た
。
省
内
で
の
飯
米
分
を
さ
し
ひ
い
た
鈴
剰

　
　

米
の
大
部
分
は
、
民
國
初
期
の
例
で
い
う
と
省
城
の
南
昌
、
も
し
く

　
　

は
、
税
開
が
商
船
の
舟
泊
り
の
た
め
の
便
を
思
っ
て
對
岸
の
湖
口
蒜

　
　

か
ら
再
び
そ
こ
に
移
さ
れ
て
い
た
九
江
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
集
荷
さ

　
　

れ
て
省
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
中
部

　
　

以
南
の
鞍
州
・
吉
安
お
よ
び
建
昌
な
ど
廣
東
・
禧
建
雨
省
に
近
い
と

　
　

こ
ろ
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
北
方
に
集
荷
す
る
ま
で
も
な
く
、
商
販
た
ち

　
　

の
手
で
直
接
そ
れ
ら
の
諸
省
に
搬
運
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

助
廣
西
省
の
米
穀
事
情

　
　
　

米
穀
も
し
く
は
小
米
・
高
糧
を
も
っ
て
豚
琢
を
飼
い
、
江
西
省
と

　
　

な
ら
ん
で
天
子
の
叱
責
を
く
ら
っ
た
仲
間
に
、
廣
西
省
と
奉
天
省
と

　
　

か
あ
如
。
奉
天
省
は
産
ｎ
食
稲
米
匹
域
内
で
は
な
い
か
ら
論
外
と
し

　
　

よ
う
。
廣
西
の
一
省
は
、
絶
對
量
的
に
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も

　
　

Ｆ
一
Ａ
な
い
し
は
Ｓ
一
Ｄ
の
敷
値
の
鮎
で
は
相
営
高
い
省
分
の
一
つ

　
　

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

産
米
の
絶
對
量
が
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
田
土
畝

　
　

敷
の
統
計
が
端
的
に
そ
れ
を
物
語
っ
て
お
り
（
一
三
〇
頁
）
、
ま
た
雍
正

　
　

元
年
に
同
省
の
巡
撫
で
あ
っ
た
孔
硫
珀
も
や
は
り
、
・
普
西
で
は
地
が

5
2
5

　

廣
く
て
人
が
稀
れ
で
、
山
が
多
く
て
ｍ
が
少
な
く
零
星
に
散
處
し
て

い
る
と
い
っ
心
、
そ
の
事
賓
を
裏
書
き
。
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
地
味

は
非
常
に
肥
沃
で
、
そ
の
意
味
で
は
将
来
に
向
か
っ
て
大
き
な
可
能

性
を
包
ん
で
い
た
ら
し
い
。
孔
続
絢
の
後
任
者
（
署
任
）
で
あ
る
韓
良

輔
が
、
二
年
閏
四
月
に
、
奪
西
は
土
厦
う
し
て
人
稀
れ
に
、
一
望
み

な
深
い
篁
と
密
筈
と
で
あ
る
。
篁
９
　
が
深
く
密
で
あ
る
か
ら
に
は
、

そ
の
地
が
僥
碗
斥
幽
で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
。
も
し
そ
の
篁
脊
の
奮

根
を
と
り
さ
っ
て
稲
穀
の
新
種
を
入
れ
た
な
ら
、
必
す
す
っ
か
り
膏

侠
の
沃
土
に
な
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
た
だ
そ

の
開
墾
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
種
々
の
牡
會
的
・
経
済
的
な
制
約
が

あ
り
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
廣
東
省
な
ど
に
つ
い
て
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
、
豪
衿
滑
吏
な
ど
の
既
墾
地
冒
占
掠
奪
の
ほ
か
。

　

「
出
産
す
る
も
の
は
止
だ
米
穀
が
あ
る
き
り
で
、
納
賦
は
銀
で
な
け

れ
ば
だ
め
だ
。
か
っ
差
善
が
田
に
隨
っ
て
起
き
る
」
と
い
っ
た
こ
と

に
對
す
る
憂
慮
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
印
象
的
だ
廠
一
、
し
か
し
開

墾
開
係
の
こ
と
は
今
後
ま
た
別
個
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
ね

ぼ
な
ら
な
い
）
。
急
に
は
進
ま
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
徐
々
に
は
篁

笹
も
切
り
開
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
雍
正
五
年

以
前
に
は
、
廣
東
省
の
沿
海
地
方
が
何
度
も
水
患
に
あ
い
、
寄
る
漫

な
い
貧
民
が
、
頗
る
多
く
廣
西
・
四
川
の
二
省
お
よ
び
毫
湾
に
移
住

-161-



2
6

　

し
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
開
墾
の
こ
と
も
か
な
り
に
捗
っ
た
と
考
え

　
　

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
事
宣
、
雍
正
八
年
正
月
に
雲
貴
廣
西
總
督
で

　
　

あ
っ
た
部
爾
泰
は
、
１
　
西
は
地
土
が
肥
沃
で
寛
平
で
あ
る
こ
と
、
内

　
　

地
の
諸
省
に
譲
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
同
地
は
頗
側
瞼
隆
の
所
だ
と

　
　

い
う
説
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
全
然
虚
控
で
あ
る
。
自
分
が
柳
州

　
　

府
・
直
隷
賓
州
を
経
過
し
、
自
分
の
目
で
親
し
く
見
た
か
ぎ
り
で
は
、

　
　

耕
種
で
き
る
も
の
が
已
に
敷
十
萬
畝
を
下
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の

　
　

で
あ
る
。

　
　
　

廣
西
省
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
雍
正
時
代
の
全
時
期
を
通
じ
て
、

　
　

食
糧
事
情
に
ゆ
と
り
の
あ
る
省
分
で
あ
っ
た
。
巡
撫
の
金
鉄
が
七
年

　
　

に
、
今
西
は
田
畝
が
痔
薄
（
？
）
だ
と
は
言
い
な
が
ら
、
一
歳
に
産
出

　
　

さ
れ
る
米
穀
は
、
一
歳
の
用
を
敷
ら
か
し
て
尚
お
除
り
あ
る
方
で
あ

　
　

る
、
倉
穀
の
耀
頁
に
頼
り
き
る
こ
と
も
な
い
と
い
っ
て
お
り
、
雨
廣

　
　

總
督
の
部
禰
達
が
十
年
に
、
廣
西
省
は
地
廣
人
稀
・
穀
石
に
除
り
が

　
　

あ
り
、
ま
た
惟
だ
廣
東
省
に
販
運
し
て
館
倍
で
き
る
だ
け
だ
と
指
摘

　
　

し
て
い
心
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
事
賓
、
雍
正
十
二
年
の
ご
と
き
は

　
　

そ
の
前
年
に
お
け
る
廣
東
省
の
大
豊
作
の
後
を
う
け
て
廣
西
省
も
大

　
　

豊
作
に
恵
ま
れ
、
稲
作
地
方
の
十
分
の
八
九
ま
で
か
十
分
の
収
成
、

　
　

わ
す
か
に
ご
一
分
だ
け
が
九
分
の
収
成
で
あ
っ
た
た
め
、
穀
價
は
毎

石
二
銭
一
二
分
か
ら
三
銭
七
八
分
止
ま
り
と
い
う
惨
落
を
告
げ
た
。

い
わ
ゆ
る
熟
荒
の
部
類
に
肩
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

六

　

中
・
南
シ
ナ
諸
省
の
米
穀
事
情
（
下
）

　

以
上
の
諸
省
が
概
し
て
米
穀
の
生
産
省
分
的
な
特
徴
を
よ
り
濃
厚

に
示
し
て
い
た
の
に
對
し
、
む
し
ろ
消
費
省
分
的
な
そ
れ
を
よ
り
顕

著
に
現
わ
し
て
い
る
の
は
、
Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
が
比
較
的
低
位
に
あ
る

廣
東
・
江
南
・
浙
江
お
よ
び
頴
建
な
ど
の
諸
省
で
あ
る
。

　
　
　

㈲
廣
東
省
の
米
穀
事
情

　

そ
れ
ら
の
う
ち
で
も
、
省
内
で
の
米
穀
の
需
給
開
係
が
、
ま
だ
し

も
窮
屈
で
な
か
っ
だ
の
は
廣
東
省
で
あ
る
。
と
く
に
娶
モ
の
他
の
雑

穀
を
加
え
て
の
食
糧
事
情
は
、
大
し
た
ゆ
と
り
は
な
い
ま
で
屯
、
自

給
で
き
な
い
程
度
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
な
る
ほ
ど
一
方
に

は
、
参
東
は
幅
員
が
遼
閥
で
生
歯
も
殷
繁
だ
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
逐

末
者
が
多
く
て
力
田
者
が
少
な
い
た
め
に
、
毎
年
本
省
で
収
め
る
と

こ
ろ
の
米
１
　
が
民
食
に
敷
ら
な
い
と
か
、
は
な
は
だ
し
き
に
至
っ
て

は
、
廣
東
で
一
歳
に
産
す
る
と
こ
ろ
の
米
石
は
、
た
と
い
豊
収
の
年

で
も
僅
か
に
牛
年
有
除
の
食
を
支
え
る
に
足
る
に
す
ぎ
ず
、
通
省
を

合
計
す
る
と
穀
で
四
百
能
萬
石
を
積
貯
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
か
も
、
言
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か
れ
て
居
な
か
っ
た
で
ぼ
な
≒
し
か
し
。
こ
れ
ら
ぽ
必
ず
七
も
賓

　
　

状
を
う
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
第
二
の
意
見
に
對
し
て
雍
正
帝
は
、

　
　

本
省
で
産
す
る
と
こ
ろ
の
米
が
本
省
の
食
に
供
す
る
に
足
ら
な
い
と

　
　

い
う
こ
と
は
、
不
作
の
年
と
も
な
る
と
有
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　

毎
年
そ
う
だ
と
い
う
の
な
ら
、
豊
歳
も
ま
た
然
り
と
な
る
が
、
恐
ら

　
　

く
そ
ん
な
理
窟
は
あ
る
ま
い
と
い
っ
て
、
廣
東
省
で
の
い
わ
ゆ
る
米

　
　

不
足
の
諸
原
因
を
臆
測
し
て
い
る
。
そ
の
八
年
後
、
部
禰
達
鳥
同
じ

　
　

意
見
に
反
し
て
、
導
省
で
は
山
が
多
く
て
田
が
少
な
い
方
で
は
あ
る

　
　

け
れ
ど
も
、
鳥
し
旱
潜
さ
え
な
け
れ
ば
、
産
す
る
と
こ
ろ
の
米
糧
は

　
　

ま
た
一
年
の
食
を
敷
ら
か
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
廣
西
省
の
穀
で

　
　

鳥
籍
り
て
く
る
と
十
分
に
裕
か
に
な
る
と
断
言
す
る
。
こ
こ
ら
が
む

　
　

し
ろ
、
廣
東
省
に
お
け
る
食
糧
事
情
の
真
相
を
傅
え
る
に
ち
か
い
。

　
　

事
寅
、
同
省
に
お
け
る
米
價
の
動
き
を
み
て
も
、
沿
海
地
方
に
水
害

　
　

の
多
か
っ
た
雍
正
前
期
に
は
な
る
ほ
ど
高
い
。
し
か
し
豊
作
に
恵
ま

　
　

れ
た
六
年
に
は
、
ふ
だ
ん
米
の
貴
い
の
で
知
ら
れ
た
恵
州
・
潮
州
の

　
　

二
府
で
も
つ
い
に
減
じ
て
一
雨
幾
分
と
な
り
、
高
州
・
雷
州
・
廉
州

　
　

な
ど
の
諸
府
で
は
Ｉ
そ
う
賤
く
な
っ
た
。
あ
く
る
七
年
も
績
い
て
豊

　
　

年
で
あ
る
。
米
價
は
さ
ら
に
歴
し
下
げ
ら
れ
、
廣
東
省
で
は
こ
れ
ま

5
2
7

　

で
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
五
銭
幾
分
か
の
新
安
値
を
現
出
す
る

に
い
た
っ
ヤ
雍
正
帝
が
鮒
に
は
廣
東
省
は
人
柄
地
狭
ヽ
豊
年
で
も

ま
た
必
ず
隣
省
の
資
け
を
か
り
る
と
の
論
が
あ
っ
た
、
自
分
は
い
つ

も
こ
ん
な
理
窟
は
な
い
と
言
っ
て
い
た
、
今
や
上
蒼
の
慈
響
を
蒙
り
、

は
じ
め
て
豊
熟
二
載
な
る
を
獲
て
米
價
は
、
す
な
わ
ち
更
に
他
省
よ

り
も
賤
【
と
て
ヽ
そ
の
先
見
の
明
を
誇
っ
た
・
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
時
の
米
價
安
は
「
数
十
年
来
い
ま
だ
有
ら
ざ
る
」
現
象

で
、
日
ご
ろ
は
多
盗
で
聞
こ
え
た
南
海
・
番
鋼
二
蒜
で
ｉ
）
、
こ
の
歳

に
限
っ
て
刻
案
の
報
告
が
な
い
有
様
で
あ
づ
た
七
尾
言
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
後
も
、
九
年
以
後
の
連
年
の
豊
収
で
、
十
一
年
に
は
、
賞

に
向
日
ま
れ
に
聞
く
と
こ
ろ
の
米
賤
状
態
を
再
現
し
た
。
廣
東
省
が

食
糧
、
と
く
に
米
穀
の
需
給
開
係
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
自
足
に
ち

か
い
能
力
を
も
っ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

　

廣
東
省
は
、
雍
正
時
代
に
あ
っ
て
も
す
で
に
、
全
人
口
に
對
す
る

非
農
業
人
口
の
比
率
の
高
か
っ
た
省
分
の
一
つ
で
あ
る
、
専
東
で
は

無
産
無
業
の
民
が
甚
だ
多
い
と
勺
そ
こ
で
は
墾
す
べ
き
土
地
に
乏

し
く
な
い
の
に
、
｀
民
間
で
は
稼
稽
に
勤
め
な
い
の
で
、
米
穀
價
格
が

雲
南
・
貴
州
・
廣
西
な
ど
の
敷
省
の
よ
う
に
平
易
な
わ
け
に
い
か
な

い
、
と
か
言
わ
れ
て
い
た
ゆ
久
ん
に
外
な
ら
な
い
。
非
農
業
人
口
の

う
ち
に
は
漁
民
や
鍍
山
笏
務
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
と
く
に

163 ―-



ざ

　

廣
東
省
城
附
近
か
ら
佛
山
綴
に
か
け
て
の
地
方
は
、
木
棉
織
物
・
緻

　
　

器
具
等
の
手
工
業
の
中
心
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
外
商
業
の
攘
黙

　
　

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
商
工
業
に
従
事
す
る
人
口
の
多
か
っ
た
こ
と

　
　

が
、
そ
の
非
農
業
人
口
の
高
率
化
を
い
っ
そ
う
促
進
し
て
い
た
も
の

　
　

と
思
わ
れ
、
た
ま
た
ま
雍
正
十
年
、
署
廣
東
總
督
・
那
個
達
が
、
専
東

　
　

は
海
に
演
し
山
を
環
ら
し
、
民
は
桐
く
土
は
狭
い
。
廣
州
省
會
お
よ

　
　

び
佛
山
・
龍
江
の
各
市
鏑
に
は
商
質
が
雲
集
す
る
か
、
本
地
で
で
き

　
　

る
穀
石
は
豊
歳
で
も
僅
か
に
民
食
に
敷
り
る
だ
け
で
、
省
・
銀
の
商

　
　

頁
の
需
に
態
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
梢
し
で
も
歓
に
あ
う
と
、

　
　

み
な
給
を
廣
西
省
に
仰
い
で
い
る
、
と
い
う
も
の
が
そ
の
間
の
事
情

　
　

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
廣
東
省
で
は
米
穀
以
外
の
換
金

　
　

作
物
の
作
付
歩
合
め
多
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
一

　
　

三
三
頁
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
廣
東
省
は
、
そ
の
豊
作
の
程
度
に
よ
っ

　
　

て
は
、
他
省
に
ま
さ
る
米
價
安
の
恩
恵
に
あ
す
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

こ
れ
ま
た
前
述
の
よ
う
に
（
一
三
四
頁
）
、
二
毛
作
に
よ
っ
て
高
度
に
地

　
　

力
を
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
が
、
こ
の
結
果
を
も
た
ら
し
て

　
　

居
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

廣
東
省
の
中
で
は
、
北
江
・
西
江
・
東
江
の
下
流
の
冲
積
贋
す
な

　
　

わ
ち
廣
凍
三
角
洲
地
帯
が
、
後
年
の
例
に
照
ら
し
て
考
え
て
も
、
一

お
う
の
産
米
区
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
帯
は
地
勢
が
低

窪
で
、
毎
年
、
西
江
水
顎
の
災
鍋
を
受
け
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

民
間
で
は
い
わ
ゆ
る
圖
基
を
築
い
て
そ
れ
を
禦
い
で
い
た
が
、
た
だ

そ
れ
は
土
基
で
あ
っ
た
た
め
除
り
長
持
ち
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

圖
基
を
築
い
て
、
田
廬
を
保
護
し
て
い
た
範
圖
は
、
廣
州
府
属
の
南

海
・
番
鋼
・
東
莞
・
順
徳
・
新
會
・
三
水
・
清
遠
・
花
蒜
と
、
肇
慶

府
属
の
高
要
こ
局
明
・
四
會
等
の
蒜
の
沿
河
の
地
方
で
あ
っ
た
。
た

だ
こ
の
三
角
洲
地
帯
で
の
産
米
高
は
、
と
う
て
い
、
商
工
業
か
盛
ん

で
人
口
の
桐
密
な
本
地
の
需
要
を
充
た
す
に
は
足
り
な
か
っ
た
。
雍

正
九
年
の
文
献
に
、
こ
れ
ま
で
廣
西
省
に
米
糧
の
給
を
仰
い
で
い
た

諸
府
と
し
て
、
と
く
に
廣
州
・
肇
慶
お
よ
び
恵
州
・
詔
州
の
名
が
皐

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
具
め
に
違
い
な
い
。
恵
州
・
詔
州
二
府
の

ほ
か
、
「
山
多
く
田
少
な
し
」
で
知
ら
れ
た
南
雄
は
別
と
し
て
、
廣

東
省
東
境
に
位
す
る
潮
州
府
も
し
ば
し
ば
米
穀
、
な
い
し
は
食
糧
の

不
足
を
恕
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
廣
東
省
が
全
悛
と
し
て
そ

う
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
不
作
時
に
限
っ
て
の
窮
迫
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
雍
正
五
年
春
に
は
、
潮
州
各
腸
の
地

方
が
人
多
く
し
て
田
少
な
く
、
兼
ね
て
前
年
被
水
の
各
瓢
で
は
、
参

間
に
米
價
が
稀
々
昂
ま
り
、
貧
民
の
う
ち
に
は
、
高
州
・
雷
州
・
廉
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州
等
の
府
に
往
っ
て
、
就
耕
謀
食
す
る
も
の
か
あ
っ
た
と
傅
え
ら
れ

　
　

る
の
に
、
十
年
や
十
二
年
に
は
そ
れ
。
と
は
違
っ
て
、
潮
州
は
人
姻
桐

　
　

集
し
、
山
が
多
く
田
が
少
な
い
の
に
、
本
處
の
穀
石
は
、
居
民
の
食

　
　

用
に
供
す
る
を
除
い
て
尚
お
幅
建
省
の
潭
州
か
ら
毎
歳
潮
州
に
き
て

　
　

告
羅
す
る
も
の
が
あ
る
、
小
民
た
ち
は
只
だ
目
前
の
利
を
圖
る
ば
か

　
　

り
で
、
一
こ
う
僅
備
し
蓋
蔵
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る

　
　

の
で
あ
る
。
ま
た
、
潮
の
郡
た
る
、
も
と
産
穀
の
匝
だ
と
か
、
廣
東

　
　

省
潮
州
府
は
向
き
に
幅
建
省
の
潭
・
泉
二
府
の
資
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
だ

　
　

っ
た
と
い
う
臆
明
も
あ
９
　
こ
れ
に
反
し
ヽ
平
時
を
も
っ
て
し
て
も

　
　

食
糧
に
事
鋏
い
て
い
た
ら
し
い
の
は
、
西
南
方
海
上
に
孤
懸
す
る
瓊

　
　

州
府
（
海
南
島
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
生
歯
殷
繁
、
商
民
が
雲
集
し
て
い

　
　

た
の
で
、
該
地
の
民
食
は
っ
ね
に
高
州
・
雷
州
の
雨
郡
か
ら
粟
を
輸

　
　

運
し
て
接
済
す
る
に
頼
り
、
本
地
産
米
の
穀
石
で
は
初
め
か
ら
一
歳

　
　

の
需
に
敷
り
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　

廣
東
省
の
う
ち
で
Ｓ
一
Ｄ
数
値
が
最
も
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

　
　

は
、
前
文
の
う
ち
に
飢
民
の
就
食
先
、
米
糧
の
補
給
元
と
し
て
出
て

　
　

く
る
高
州
・
雷
州
お
よ
び
廉
州
の
三
府
で
あ
る
。
雍
正
前
期
の
廣
東

　
　

全
省
の
米
價
高
の
時
に
も
、
こ
れ
ら
の
三
府
の
各
属
は
倉
穀
三
十
能

5
2
9

　

萬
石
を
貯
え
て
悠
然
と
し
て
い
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
諸
府
は
、
そ
の

も
っ
と
屯
東
寄
り
の
葵
州
府
で
さ
へ
河
渠
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産

物
を
手
脛
に
省
城
地
方
に
搬
出
す
る
利
便
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
う
た
。

必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
同
じ
省
内
で
あ
巾
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
海
船

を
仕
立
て
た
も
の
ら
し
く
、
雍
正
五
年
、
三
歳
し
き
り
に
綴
え
て
民

食
に
賑
ん
だ
潮
州
府
が
、
そ
の
高
州
府
に
お
い
て
多
量
の
米
穀
を
買

入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
要
領
の
よ
い
宋
肇
畑
と
い
う
巡
検
が
、
佛
山

銀
で
廣
鍋
・
棉
布
の
属
を
購
入
し
た
上
、
そ
れ
を
携
え
て
海
路
か
ら

目
的
地
に
向
か
っ
た
こ
と
は
藍
鼎
元
の
『
鹿
州
公
案
』
の
傅
え
る
と

こ
ろ
で
あ
句
他
に
い
ろ
い
ろ
理
由
も
あ
っ
た
が
ヽ
こ
の
交
通
運
輪

の
不
便
に
も
災
い
さ
れ
て
、
高
・
雷
・
廉
三
府
の
農
業
的
開
翌
は
一

定
限
度
以
上
容
易
に
進
ま
す
、
雍
正
七
年
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
三
府

は
肇
慶
府
と
と
も
に
荒
地
の
多
い
こ
と
か
尤
も
甚
し
か
っ
た
と
精
さ

れ
て
い
る
。
。

　
　
　

㈹

　

江
南
省
の
米
穀
事
情

　

江
南
は
本
地
に
産
す
る
と
こ
ろ
の
米
が
既
に
饒
か
だ
と
か
、
天
下

の
米
糧
は
東
南
各
省
よ
り
出
す
る
も
の
多
き
に
居
る
と
畑
言
わ
れ
て

い
た
と
お
り
、
江
南
省
は
、
少
な
く
と
も
絶
對
量
的
に
は
依
然
と
し
て

天
下
最
大
の
米
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
相
對
的
な
意
味
で
そ
の

‘
亜
Ｄ
の
数
値
を
下
げ
て
い
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
（
一
三
一
二
四
〇
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3
0

　

頁
）
、
主
と
し
て
は
そ
の
狽
密
な
人
ロ
ー
ー
ー
江
南
は
地
廣
く
人
鋼
く
、

ｒ
ａ

　
　

米
穀
を
需
要
す
る
こ
と
他
省
に
倍
す
匹
と
い
わ
れ
た
そ
の
人
口
と
大

　
　

量
の
漕
糧
の
負
糖
と
て
あ
っ
た
。
と
く
に
後
者
（
漕
糧
）
に
開
し
て
は
、

　
　

民
國
革
命
以
来
、
政
府
に
納
付
す
る
貢
米
は
銀
を
以
っ
て
す
る
こ
と

　
　

に
な
り
、
奮
床
の
現
米
楡
貢
に
相
営
す
る
米
の
剰
除
を
生
じ
た
の
で
、

　
　

民
國
元
年
八
・
九
月
の
交
に
お
い
て
運
米
出
省
章
程
を
改
正
し
、

　
　

原
則
と
し
て
省
外
移
出
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
傅
え
ら
れ
る
。

　
　

こ
の
改
正
章
程
は
僅
か
に
一
週
間
で
撤
回
さ
れ
た
か
、
し
か
し
と

　
　

も
か
く
民
國
初
期
に
は
、
中
シ
ナ
各
省
中
、
移
出
の
除
力
を
有
す
る

　
　

は
江
蘇
・
安
徽
。
・
江
西
・
湖
南
の
四
省
だ
と
い
わ
れ
‰
ま
で
に
、
旦

　
　

Ｄ
の
敷
値
を
回
復
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
本
末
の
面
目
を
取
り

　
　

返
え
し
て
い
た
の
だ
と
言
う
こ
と
か
で
き
よ
う
。

　
　
　

同
じ
江
南
省
と
い
っ
て
も
、
雍
正
時
代
に
賞
際
の
Ｓ
一
Ｄ
敷
値
が
よ

　
　

り
高
か
っ
だ
の
は
、
例
の
Ｆ
一
Ａ
の
叡
値
（
一
三
三
頁
）
の
順
序
と
は
違

　
　

っ
て
安
徽
省
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
雍
正
末
期
に
絹
江
（
江
南
・

　
　

江
西
雨
省
）
總
督
の
任
に
あ
っ
た
趙
弘
恩
が
、
十
二
年
に
は
、
民
間
食

　
　

米
の
毎
石
の
價
格
か
、
上
江
（
安
徽
省
）
下
江
（
江
蘇
省
）
の
各
府
州
蒜
で

　
　

は
、
い
ち
ぼ
ん
高
い
の
で
も
一
雨
一
二
銭
を
過
ぎ
ず
、
か
っ
價
の
一
爾

　
　

以
内
に
あ
る
者
が
甚
だ
多
く
、
江
西
の
米
と
な
る
と
毎
石
さ
ら
に
僅

か
に
七
八
九
銭
不
等
に
し
か
値
い
し
な
い
と
い
い
、
翌
十
三
年
に
は
、

江
寧
等
の
府
属
（
江
蘇
省
）
で
は
毎
石
の
價
銀
が
八
九
銭
か
ら
一
雨
二

三
銭
不
等
に
至
り
、
安
慶
等
の
府
屡
（
安
徽
省
）
で
は
七
八
銭
か
ら
一
雨

二
一
銕
不
等
に
至
り
、
南
昌
等
の
府
属
（
江
西
省
）
で
は
七
八
銭
か
ら
八

九
銭
不
等
に
至
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
似
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

も
し
江
蘇
省
の
米
價
が
他
省
か
ら
の
輸
入
米
を
加
算
し
て
の
相
場
た

っ
た
と
す
れ
ば
、
安
徽
・
江
蘇
荊
省
の
米
穀
需
給
に
つ
い
て
の
ゆ
と

り
の
違
い
は
、
こ
の
米
價
の
開
き
か
ら
推
察
さ
れ
る
以
上
に
大
き
か

っ
だ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
安
徽
省
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

廬
州
府
や
鳳
陽
府
地
方
の
こ
と
１
そ
こ
で
は
婦
人
の
耕
種
に
霧
っ

て
男
子
か
遊
蕩
に
ふ
け
り
、
人
民
か
游
惰
で
耕
織
に
っ
と
め
す
、
田

猷
の
荒
蕪
し
た
も
の
が
多
い
な
ど
と
い
う
不
利
な
情
報
も
傅
え
ら
れ

て
は
い
る
か
、
結
局
、
人
口
が
割
合
に
少
な
く
、
さ
ら
に
漕
糧
が
少

な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
米
穀
の
需
給
開
係
を
ゆ
る
め
て
い
た

も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
安
徽
省
の
産
米
は
後
述
の
よ
う
に
二
七
七
頁
）
、

浙
江
省
へ
の
補
給
米
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
営
然
、
地
理
的
に
も

行
政
的
に
毛
よ
り
近
い
江
蘇
省
に
も
は
い
っ
て
い
た
も
の
と
見
ね
ぼ

な
ら
す
、
中
村
治
兵
衛
氏
か
か
っ
て
乾
隆
以
後
の
時
期
に
つ
い
て
指

摘
し
た
よ
う
な
事
態
、
か
な
り
の
安
徽
米
が
南
京
（
そ
の
他
の
江
蘇
省

166



　
　

各
地
）
に
民
食
の
用
と
し
て
入
っ
て
く
い
よ
う
な
事
態
は
、
そ
れ
以

　
　

前
に
つ
い
て
屯
十
分
あ
り
え
た
こ
と
だ
と
思
う
（
一
七
八
頁
）
。

　
　
　

江
南
省
で
の
米
穀
の
主
産
地
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
い
わ
ゆ
る
臭

　
　

平
野
、
す
な
わ
ち
太
湖
周
泌
の
冲
積
層
地
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

　
　

江
蘇
省
の
蘇
州
俯
・
松
江
府
・
大
倉
州
か
ら
、
安
徽
省
の
太
平
府
・

　
　

寧
國
府
お
よ
び
廬
州
府
に
わ
た
っ
て
い
た
。
名
だ
た
る
渫
國
の
こ
と

　
　

と
て
地
は
多
く
窪
下
、
沿
江
傍
湖
の
田
は
夏
秋
の
次
に
お
い
て
、
江

　
　

潮
湖
１
　
の
た
め
に
水
患
を
児
が
れ
な
か
っ
た
か
、
地
味
そ
の
も
の
は

　
　

肥
沃
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
沿
海
地
方
で
は
稲
を
種
え
す
、

　
　

た
だ
棉
花
や
豆
を
作
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

江
蘇
省
の
土
俗
で
は
、
中
稲
米
が
（
湯
蒸
な
季
候
の
た
め
で
も
あ

　
　

ろ
う
か
）
耐
久
し
難
い
、
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
種
植
す
る
も
の
が
十

　
　

に
一
二
も
な
く
、
總
じ
て
晩
稲
を
も
っ
て
主
に
す
る
の
が
特
色
で
あ

　
　

っ
た
と
い
う
。
な
お
私
は
先
に
（
一
四
○
頁
等
）
、
江
蘇
省
の
産
米
は
良

　
　

質
だ
が
、
そ
の
最
良
の
部
分
は
漕
白
糧
と
し
て
は
召
上
げ
ら
れ
、
麦
作

　
　

地
帯
の
淮
徐
地
方
で
は
一
般
に
麦
麺
に
た
よ
り
、
そ
れ
以
外
で
も
農

　
　

佃
の
家
で
は
二
娶
の
春
熟
に
頼
っ
て
接
済
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　
　

で
は
、
江
蘇
産
米
地
帯
に
お
け
る
民
間
普
通
の
主
食
は
と
い
う
こ
と

5
3
1

　

に
な
る
が
、
幸
い
一
二
の
記
録
は
そ
の
こ
と
に
開
し
て
次
の
よ
う
な

報
告
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
い
う
、
蘇
州
・
松
江
等
の
府
で
は
、

米
價
は
原
も
と
貴
賤
一
つ
で
は
な
く
、
米
色
の
ご
と
き
も
ま
た
高
下

斉
し
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
従
前
耀
し
て
一
雨
六
七
銭
に
も
な

っ
た
も
の
は
、
參
春
の
四
糧
上
米
で
あ
る
。
民
間
で
買
っ
て
常
食
に

す
る
も
の
と
な
る
と
ヽ
い
ず
れ
乱
影
い
。
獣
’
楚
仙
な
ど
の
類
で
ヽ
春

間
で
屯
價
格
は
毎
石
一
雨
四
五
鏡
不
等
、
今
（
十
一
年
夏
四
月
）
は
一
雨

三
四
銭
に
過
ぎ
な
い
心
。
ま
た
い
う
江
寧
省
城
（
南
京
）
で
は
現
今
（
十

三
年
一
月
）
米
價
が
、
熟

　

米
で
毎
石
價
銀
一
雨
一
銭
五
分
、
次
熟
米

で
毎
石
九
銭
四
分
、
糧
米
で
毎
石
八
鏡
八
分
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
民

間
で
買
食
し
て
い
た
の
は
多
く
は
次
熟
米
や
糧
米
で
あ
っ
た
。
今
は

そ
の
價
格
が
ど
ち
ら
も
往
年
に
比
べ
る
と
千
減
で
あ
り
、
閻
閻
に
は

賓
に
充
裕
の
象
が
あ
る
と
。
楚
仙
す
な
わ
ち
湖
廣
省
の
柏
米
（
こ
れ

は
味
が
悪
い
）
が
江
蘇
省
民
の
常
食
（
常
餐
）
の
一
つ
に
は
な
っ
て
い

る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
復
た
あ
と

で
鯛
れ
る
機
會
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
（
一
七
五
・
一
九
〇
頁
等
）

　

な
お
、
安
徽
省
の
猷
筋
は
、
米
價
の
上
で
は
除
程
特
異
な
事
情
に

あ
っ
た
と
こ
ろ
ら
し
い
。
前
後
四
年
間
こ
の
省
で
巡
撫
を
勤
め
あ
げ

た
魏
廷
珍
の
報
告
に
よ
る
と
、
本
筋
で
は
っ
ね
に
管
内
各
地
に
比
べ

て
米
價
が
す
ば
抜
け
て
高
い
。
六
十
州
筋
中
、
毎
米
一
石
價
銭
六
銭
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か
ら
七
銭
の
も
の
が
六
處
。
八
銭
か
ら
九
銭
の
も
の
が
二
十
處
。
一

　
　

雨
か
ら
一
雨
一
銭
の
も
の
が
十
九
處
で
あ
る
。
と
き
、
價
腿
の
み
は
一

　
　

雨
八
銭
で
あ
っ
４
　
一
五
年
十
一
月
十
九
日
・
六
年
十
一
月
十
八
日
等

　
　

の
報
告
で
は
、
賓
に
毎
石
二
雨
と
さ
れ
て
い
る
。
雍
正
帝
も
こ
れ
を

　
　

い
ぶ
か
り
、
自
分
に
は
ど
う
も
詳
が
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
通
省
が
豊

　
　

熟
を
報
じ
な
が
ら
、
一
邑
の
昂
貴
を
坐
硯
し
て
調
剤
す
る
と
こ
ろ
が

　
　

な
い
と
は
、
分
前
ら
の
仕
事
は
Ｉ
瞼
な
に
な
の
か
い
自
分
に
は
さ
っ

　
　

ぱ
り
側
ら
な
い
と
こ
ぼ
し
て
い
乱
一
。
安
徽
歓
蒜
は
い
う
ま
で
屯
な
く
、

　
　

明
清
時
代
を
通
じ
て
各
種
商
業
、
と
く
に
屡
・
営
二
業
に
絶
大
な
勢

　
　

力
を
振
る
っ
た
徽
商
の
本
捕
で
あ
る
。
そ
の
米
價
高
も
こ
の
こ
と
と

　
　

直
接
開
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ま
だ
十
分
に
調
査
の
手
を
の

　
　

ぼ
ず
い
と
ま
が
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　

㈲
浙
江
省
の
米
穀
事
情

　
　
　

浙
江
省
と
も
な
る
と
、
雍
正
帝
自
身
が
雍
正
四
年
に
、
浙
省
が
戸

　
　

口
繁
庶
で
食
米
が
充
分
で
な
い
こ
と
は
険
の
深
知
す
る
と
こ
ろ
だ
と

　
　

言
っ
て
い
乱
一
の
で
も
側
る
よ
う
に
、
食
糧
事
情
か
大
分
窮
屈
の
度
を

　
　

増
し
て
く
る
。
だ
い
た
い
江
蘇
省
と
同
じ
よ
う
な
原
因
に
よ
る
も
の

　
　

だ
が
、
と
く
に
浙
江
省
で
は
、
養
ロ
や
桑
・
龍
の
植
栽
の
盛
ん
で
あ

　
　

っ
た
こ
と
が
、
一
冊
そ
こ
で
の
稲
作
に
制
限
を
加
え
て
い
た
（
前
文

一
三
一
頁
）
。

　

浙
江
省
の
う
ち
で
も
、
「
杭
郡
は
原
よ
り
慧
桑
・
粳
稲
の
郷
に
属

す
る
」
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
杭
州
府
を
初
め
と
し
て
嘉
興
・
湖
州
の

二
府
を
含
む
い
わ
ゆ
る
浙
西
一
帯
の
地
勢
窪
下
の
匹
―
と
は
い
え
、

巌
密
に
は
同
じ
杭
郡
で
も
、
西
部
と
東
部
と
で
は
大
分
様
子
が
ち
か

つ
て
い
た
け
れ
ど
仙
ｉ
に
は
、
江
南
省
の
蘇
・
松
等
の
属
懸
の
場

合
と
同
じ
く
多
く
晩
稲
が
種
久
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
銭
塘

江
上
游
の
地
方
、
金
華
・
街
州
・
巌
州
な
ど
の
諸
府
の
あ
る
い
わ
ゆ

る
浙
東
で
は
、
早
稲
か
大
略
そ
の
半
ぼ
を
占
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
一

低
潮
な
浙
西
で
は
水
患
が
、
土
地
の
高
め
な
浙
東
で
は
む
し
ろ
天
旱

　

1
6
8

が
心
配
の
種
で
あ
っ
た
っ
浙
東
地
方
の
う
ち
ヽ
金
・
街
・
巌
お
よ
び

　

一

紹
興
の
四
府
は
、
山
地
が
少
な
く
て
水
田
が
多
か
っ
た
が
、
た
だ
寧

波
・
台
州
・
温
州
お
よ
び
處
州
等
の
属
は
、
地
勢
の
高
い
と
こ
ろ
が

多
く
て
田
畝
は
い
わ
ゆ
る
山
田
を
形
成
し
て
い
心
。
後
の
四
府
の
う

ち
で
も
温
・
台
等
沿
海
一
帯
の
潮
潟
の
匿
で
は
、
官
倉
な
ど
で
も
米

穀
の
長
持
ち
か
し
な
い
。
民
間
に
は
蓋
蔵
の
あ
る
も
の
が
鮮
な
い
。

そ
こ
で
温
州
で
は
全
く
平
陽
・
瑞
安
二
筋
の
産
米
に
頼
り
、
台
州
で

は
惟
だ
黄
銀
・
太
平
等
の
諸
筋
の
そ
れ
を
侍
ん
で
販
運
接
済
し
て
も

ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
台
州
は
こ
の
地
方
に
お
け



　
　

る
漁
業
の
中
心
葱
で
、
春
夏
の
交
の
い
わ
ゆ
る
漁
汎
と
も
な
る
と
、

　
　

魚
船
か
雲
集
し
て
き
て
こ
こ
で
米
糧
を
買
食
し
た
と
い
う
。

　
　
　

浙
江
省
の
産
米
匝
域
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
浙
西
地
匹
・
浙
東
予

　
　

田
地
匝
お
よ
び
浙
東
山
田
地
匝
と
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

　
　

る
が
、
そ
の
う
ち
で
の
最
大
の
米
ど
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な
く
浙
西

　
　

地
匝
で
あ
っ
た
。
早
種
よ
り
屯
収
穫
高
が
多
い
と
い
か
れ
細
晩
種
が

　
　

主
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
相
営
そ
の
こ
と
に
影
響
が
あ
づ
た
に
違
い
な

　
　

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
地
匝
は
、
事
賓
上
、
米
穀
の
需
給
開
係

　
　

が
浙
江
省
内
で
ｉ
）
最
も
窮
屈
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な

　
　

く
漕
白
糧
の
収
納
を
強
い
ら
れ
て
い
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
浙
江

　
　

省
で
は
江
蘇
省
の
場
合
そ
れ
ら
が
、
一
お
う
蘇
州
（
正
兌
米
六
五
・
五

　
　

万
石
ご
松
江
（
二
〇
・
三
万
石
）
・
常
州
（
二
七
・
五
萬
石
）
の
三
府
に
偏

　
　

っ
て
負
権
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
ま
だ
し
も
他
の
諸
府
に
も

　
　

分
権
さ
せ
ら
れ
て
居
た
の
と
は
違
コ
て
Ｉ
全
然
、
浙
西
地
匝
の
杭

　
　

州
（
正
兌
米
一
〇
萬
石
）
・
嘉
興
（
二
九
萬
石
）
・
湖
州
（
二
Ｉ
萬
石
）
の
三
府

　
　

の
み
の
負
権
に
婦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
銀
の
形
で
徴
収
す
る
い

　
　

わ
ゆ
る
「
漕
項
」
は
、
さ
す
が
に
他
の
諸
府
に
も
割
り
営
て
ら
れ
て

　
　

い
た
け
れ
ど
も
）
。
『
浙
江
通
志
』
に
よ
る
と
、
三
府
の
政
府
に
収
納

5
3

　

す
べ
き
米
穀
は
、
漕
糧
だ
け
で
も
、
正
兌
・
改
兌
の
正
耗
米
を
合
算

す
る
と
年
額
八
十
六
萬
三
千
三
百
四
十
六
石
徐
に
逢
し
て
い
た
。
’
こ

れ
に
白
糧
の
九
萬
五
千
九
百
八
十
九
石
除
を
加
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど

百
萬
石
に
近
い
。
こ
の
三
府
で
は
、
「
漕
糧
を
支
辨
す
る
の
ほ
か
、

た
と
え
豊
年
で
も
尚
お
民
食
に
敷
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
た
ゆ
久

ん
で
あ
心
。
ま
だ
し
も
嘉
興
府
に
つ
い
て
、
食
足
る
を
除
く
の
ほ
か

は
、
皆
な
震
滓
郷
鏝
に
「
集
め
て
耀
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

豊
作
と
も
な
る
と
畝
常
り
二
石
鈴
の
収
穫
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
そ
の

土
地
の
膏
映
さ
と
、
長
年
の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
そ
の
農
業
技

術
の
高
さ
と
を
頷
き
思
わ
せ
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
江
蘇
・
浙
江
地
方
に
は
顕
風
の
来
襲
す
る
比
率
が
高
く
、
と

く
に
沿
海
地
方
で
は
津
浪
の
被
害
に
備
え
て
土
塘
・
石
塘
を
築
い
て

い
る
所
が
多
か
っ
た
か
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
、
近
水
の
塗
田
が
何

度
と
な
く
風
潮
の
打
撃
を
被
っ
て
い
た
の
も
、
こ
の
地
方
の
稲
作
事

情
に
つ
い
て
の
一
特
色
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

卯

　

福
建
省
の
米
穀
事
情

　

中
・
南
シ
ナ
の
各
省
の
う
ち
で
も
、
米
穀
事
情
に
い
ち
ぼ
ん
恵
ま

れ
て
い
な
か
っ
だ
の
は
、
禧
建
省
、
と
く
に
豪
湾
府
を
の
で
い
た
い
わ

ゆ
る
内
地
の
八
府
一
州
地
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
第
一
、
地

勢
的
に
も
山
が
ち
で
耕
地
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
禧
建
省
で
は
山
が
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四
一

　

多
く
て
田
が
少
な
く
、
民
に
蓋
蔵
が
す
く
な
い
と
か
、
同
省
で
は
山
が

　
　

多
く
て
田
加
少
な
く
、
田
は
多
く
は
墾
さ
す
、
米
は
用
に
足
り
な
い
と

　
　

か
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
何
度
も
繰
り
返

　
　

え
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
数
年
間
こ
の
地
の
長

　
　

官
（
浙
聞
總
督
）
を
勤
め
て
い
た
高
其
偉
は
、
こ
の
地
の
食
糧
事
情
と
く

　
　

に
米
穀
事
情
を
要
約
し
て
、
幅
建
ぽ
自
宗
人
か
狽
く
て
地
が
狭
く
食

　
　

米
が
敷
ら
な
い
、
そ
こ
で
各
府
の
郷
僻
の
と
こ
ろ
で
は
民
人
が
多
く

　
　

薯
預
を
食
い
、
つ
い
に
こ
れ
を
も
っ
て
数
月
の
糧
に
あ
て
て
い
る
と

　
　

屯
言
い
、
ま
た
、
歴
爽
閔
省
は
、
大
約
一
歳
に
産
す
る
と
こ
ろ
の
米

　
　

が
一
處
の
食
に
も
足
り
ず
、
そ
の
勢
い
必
ず
外
省
に
資
借
す
る
と
も

　
　

表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
事
情
の
と
く
に
窮
迫
し
て
い

　
　

た
こ
ろ
の
言
葉
で
あ
る
。
多
少
は
割
り
引
き
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　

が
、
し
か
し
大
脆
と
し
て
は
や
は
り
、
よ
く
同
省
の
食
糧
事
情
１

　
　

そ
れ
も
常
態
的
な
そ
れ
の
１
　
相
を
う
か
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
か
で

　
　

き
よ
う
。
結
果
と
し
て
、
米
價
の
高
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

　
　

い
。
平
常
で
も
他
省
に
比
べ
る
と
や
や
高
目
で
あ
っ
た
か
、
い
ざ
不

　
　

作
・
輸
入
の
杜
絶
と
な
る
と
直
ぐ
に
米
價
が
は
ね
上
る
。
ひ
ど
い
時

　
　

に
は
毎
石
價
銀
二
雨
六
七
八
九
銭
不
等
か
ら
、
斗
米
三
銭
の
大
台
を

　
　

割
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
食
に
苦
し
む
「
無
頼
の
輩
」
は
、

米
舗
あ
ら
し
の
米
騒
動
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
盛
に
海
に
出
て
捻
制

を
事
と
し
た
と
い
‰
。
そ
の
反
面
、
米
穀
事
情
が
好
韓
し
、
米
價
毎

石
八
銭
か
ら
一
雨
ま
で
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
幅
建
名
物
の

械
闘
や
、
盗
刮
等
の
案
件
も
、
す
っ
と
少
な
く
な
る
の
が
習
わ
し
で

あ
っ
た
。

　

同
じ
編
建
省
の
な
か
に
も
、
い
ず
れ
は
窮
屈
に
ち
か
い
な
い
か
、

多
少
は
事
情
の
燈
し
な
地
方
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
延
子
・
建

寧
・
耶
武
・
汀
州
の
四
府
は
廣
く
稲
穀
を
種
え
て
、
二
麦
は
稀
少
で

あ
る
。
延
・
建
等
の
處
は
原
よ
り
産
米
の
郷
に
か
か
る
な
ど
と
言
わ

れ
た
、
主
と
し
て
（
汀
州
は
別
）
閔
江
上
游
の
渓
谷
盆
地
が
そ
れ
で
あ

る
。
雍
正
七
八
年
に
布
政
使
を
し
て
い
た
盾
悛
豊
は
、
も
っ
と
詳
し

く
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　

閔
省
の
風
土
民
情
は
、
内
地
の
八
府
一
州
、
地
土
の
侠
痩
か
の

　
　

か
の
別
に
し
て
習
俗
の
淳
僥
同
じ
か
ら
す
。
延
・
建
・
郡
・
汀

　
　

の
四
府
の
ご
と
き
は
、
小
民
多
く
は
耕
種
を
も
っ
て
業
と
な
し
、

　
　

習
尚
良
撲
、
た
だ
山
多
く
し
て
田
少
な
く
民
に
蓋
蔵
す
く
な
』
一
。

依
然
と
し
て
「
山
多
田
少
」
の
宿
命
に
は
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
わ

け
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
の
諸
地
、
と
く
に
延
・
建
・
郡
の
三
府

の
産
米
は
、
五
方
雑
處
し
兵
民
現
集
、
し
か
屯
本
肩
に
は
産
米
の
多
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く
憲
い
閔
江
下
游
の
省
城
・
幅
州
住
民
の
命
の
綱
で
あ
り
、
米
船

　
　

に
よ
っ
て
運
搬
さ
れ
て
お
１
つ
心
Ｊ
。
大
雨
で
渓
河
の
水
が
脹
り
、
小

　
　

舟
が
あ
え
て
載
運
し
な
く
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
米
船
の
来
か
た
が
稀

　
　

少
に
な
っ
て
、
扁
州
で
の
米
價
を
吊
り
上
げ
る
結
果
に
な
っ
た
と
い

　
　

わ
れ
る
。
省
城
で
米
糧
が
す
こ
ぶ
る
貴
か
っ
た
と
き
と
て
｛

　

延
・

　
　

建
・
郡
の
三
府
で
は
す
こ
ぶ
る
賤
か
っ
た
と
傅
え
ら
れ
る
の
も
、
む

　
　

し
ろ
営
然
の
こ
と
で
あ
ろ
仙
。
延
・
建
等
の
四
府
の
ほ
か
で
は
、
幅

　
　

寧
州
だ
け
が
ま
だ
し
も
産
米
に
恵
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
齢
の

　
　

四
府
の
う
ち
、
扁
州
・
興
化
の
二
府
は
産
米
が
多
く
な
く
、
た
と
え
ば

　
　

偏
州
府
の
禧
清
部
で
は
田
少
な
く
し
て
園
多
く
、
番
薯
を
種
え
て
糧

　
　

食
と
す
る
有
様
で
あ
っ
た
ら
、
泉
州
・
潭
州
の
二
府
と
な
る
と
産
米

　
　

が
さ
ら
に
少
な
か
っ
ら

Ｉ
。
海
防
上
の
軍
事
擁
黙
と
な
っ
て
い
た
沿
海

　
　

の
島
々
が
、
産
米
の
稀
少
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
屯
な
い
。

　
　

雍
正
四
年
夏
の
食
糧
危
機
の
時
に
も
、
省
城
お
よ
び
延
・
建
・
耶

　
　

武
こ
堀
寧
等
の
府
州
で
は
ま
だ
市
米
が
あ
っ
て
持
ち
堪
え
ら
れ
た
が
、

　
　

泉
・
潭
、
興
化
お
よ
び
汀
州
等
の
府
で
は
、
米
價
が
日
に
１
　
く
な
り

　
　

（
前
出
、
米
價
毎
石
二
雨
五
六
七
八
九
銭
不
等
）
、
中
で
も
泉
・
潭
二
府
が

　
　

最
も
ひ
ど
か
っ
た
の
で
あ
響
そ
れ
で
な
く
と
も
泉
・
潭
の
二
府
は
ヽ

5
3
5

　

毎
年
二
三
月
に
な
る
と
、
倉
米
の
平
價
耀
頁
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

所
で
あ
つ
蝕
・
問
題
の
四
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
ヽ
あ
ま
り
巣

で
あ
る
は
ず
屯
な
い
幅
州
に
、
二
府
か
ら
毎
日
三
四
萬
人
も
の
人
民

が
就
食
に
出
か
け
、
ま
た
別
に
そ
の
幅
州
か
ら
米
を
移
入
し
て
い
る
。

そ
の
窮
迫
ぶ
り
、
を
推
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

全
般
的
に
み
て
、
耕
地
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
幅
建
省
の
住
民
た
ち

は
、
時
に
は
北
鄙
り
の
浙
江
省
東
部
の
台
・
處
・
巌
・
街
等
の
府
の

山
内
に
流
寓
し
て
麻
を
種
え
耐
を
う
い
、
ま
た
寧
波
・
温
・
台
等
潰

海
の
諸
府
に
雑
居
し
乱
お
そ
ら
く
漁
業
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
時

に
は
同
じ
く
北
鄙
り
、
江
西
省
の
建
昌
・
廣
信
等
の
府
属
に
田
地
を

置
買
し
、
寄
荘
し
て
銭
糧
を
辨
納
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
江
西
省

で
の
田
地
の
置
買
は
浙
江
省
人
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ

た
か
、
い
す
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
は
、
本
省
内
部
に
お
け
る
窮
屈
な
食

糧
事
情
の
端
的
な
反
映
と
み
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

内
地
の
諸
府
州
の
窮
状
に
對
し
て
、
と
も
か
く
も
救
い
の
手
之
な

っ
て
い
た
の
は
海
外
に
孤
懸
す
る
毫
湾
の
一
府
で
あ
る
。
豪
湾
で
は

気
候
・
物
産
が
内
地
と
同
じ
で
な
く
、
早
稲
を
種
え
る
有
の
は
少
な

い
。
薔
・
麻
・
豆
・
薦
を
雑
植
し
、
晩
稲
を
栽
挿
す
る
の
は
五
六
月
の

交
で
あ
っ
心
。
前
述
の
よ
う
に
（
ご
一
七
頁
）
、
二
１
　
は
作
ら
な
い
。
全
然

作
ら
な
い
で
は
な
い
が
、
ご
く
少
な
か
っ
た
。
こ
の
地
の
産
米
は
従
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5
3
6

　

前
か
ら
、
内
地
と
く
に
潭
・
泉
二
府
等
の
處
の
必
需
す
る
と
こ
ろ
で

　
　

あ
り
、
定
例
で
は
、
お
よ
そ
正
二
万
三
・
四
・
五
等
の
五
ヵ
月
間

　
　

は
毎
月
、
斎
湾
か
ら
米
一
萬
石
ず
つ
を
持
っ
て
き
て
潭
・
泉
に
赴
い

　
　

て
接
済
し
て
い
た
ら
し
作
。
と
こ
ろ
が
康
煕
の
末
年
、
朱
一
貴
に
よ

　
　

っ
て
指
揮
さ
れ
た
民
愛
が
こ
の
地
に
お
こ
る
と
、
紳
経
質
に
な
っ
た

　
　

清
朝
は
、
胤
後
、
巡
斎
御
史
た
ち
の
意
見
Ｉ
Ｉ
米
の
運
出
を
許
す
と

　
　

洋
盗
に
接
概
す
る
恐
れ
か
１
　
り
、
ま
た
、
搬
運
に
よ
っ
て
毫
湾
の
米
價

　
　

が
騰
貴
す
る
と
、
治
安
か
悪
化
す
る
心
配
か
あ
る
と
い
う
意
見
に
従

　
　

い
、
斎
薦
米
の
過
海
を
許
さ
な
く
な
っ
心
。
い
わ
ゆ
る
米
禁
で
あ
る
。

　
　
　

「
泉
・
潭
の
民
に
米
あ
り
や
米
な
し
ヤ
は
顧
み
ざ
る
所
に
あ
り
」
。

　
　

こ
れ
は
、
そ
の
米
禁
に
對
す
る
浙
閔
總
督
・
高
其
悼
の
評
語
だ
が
、

　
　

そ
の
米
禁
も
、
二
年
越
し
の
不
作
に
崇
ら
れ
た
雍
正
四
年
の
幅
建
省

　
　

の
食
糧
危
機
に
際
し
て
Ｉ
ま
す
撤
度
さ
れ
た
。

　
　
　

毫
湾
に
は
罫
戸
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
内
地
で
い
う
米
行
で
あ

　
　

っ
て
、
か
つ
て
は
（
府
城
に
で
は
な
く
）
沿
海
に
居
住
し
、
産
地
に

　
　

往
来
し
て
耀
耀
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
多
く
海
運
に
よ
っ
て

　
　

米
を
運
ん
だ
開
係
じ
よ
う
起
載
や
攬
装
に
便
利
で
あ
っ
た
。
米
を
積

　
　

ん
だ
船
は
、
か
な
ら
す
斎
座
の
咽
喉
と
も
い
う
べ
き
膨
湖
を
通
っ
て

　
　

厦
門
。
に
向
か
‰
。
風
信
さ
え
貝
と
も
で
あ
れ
ば
、
大
咳
五
六
日
で
着

く
こ
と
が
で
き
る
。
積
荷
の
米
は
厦
門
の
倉
庫
に
入
れ
ら
れ
た
り
、

潭
・
泉
二
府
に
改
め
て
仕
向
け
ら
れ
た
り
し
た
も
の
と
見
え
る
。
四

年
の
食
糧
危
機
に
は
、
一
方
で
は
西
隣
り
の
廣
東
省
潮
州
の
府
民
か

紛
々
と
厦
門
等
の
處
に
赴
い
て
米
の
買
出
し
を
行
い
、
他
方
で
は
省

内
各
處
の
人
民
か
泉
州
府
に
は
毎
日
一
萬
除
人
、
潭
州
府
に
は
賞
に

三
四
萬
と
い
う
風
に
買
い
出
し
に
赴
沁
、
そ
の
た
め
本
地
の
米
價
が

い
よ
い
よ
貴
く
な
っ
た
と
傅
久
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
営
然
、

接
旅
用
毫
湾
米
の
、
そ
の
後
の
行
方
を
物
語
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　

接
済
者
と
し
て
の
※
湾
府
は
、
必
ず
し
も
強
力
有
能
で
は
な
く
、

ま
し
て
や
全
能
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
匝
攘
に
、
雍
正
四
年
の
大
量

接
済
で
は
さ
っ
そ
く
毫
薦
府
内
で
の
米
價
の
騰
貴
を
き
た
し
た
。
巡

台
御
史
の
索
琳
が
、
畜
薦
の
米
價
は
さ
き
に
は
内
地
よ
り
も
聯
か
っ

た
。
さ
き
ご
ろ
五
月
の
間
に
、
偏
建
省
城
お
よ
び
泉
・
潭
等
の
府
の

米
價
が
高
く
な
る
と
、
い
ず
れ
も
畜
湾
に
む
か
っ
て
採
買
辨
運
を
は

じ
め
る
。
結
局
穀
物
を
貯
え
こ
ん
だ
家
は
居
奇
観
望
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
、
米
價
が
だ
ん
だ
ん
高
く
な
っ
て
き
た
と
言
い
、
翌
年
五
月

總
督
の
高
其
悼
が
、
毫
湾
は
も
と
も
と
産
米
の
匿
で
あ
り
、
去
年
は

八
分
の
作
で
あ
る
の
に
、
毫
地
の
米
價
は
す
こ
ぶ
る
貴
く
て
今
に
な
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つ
て
も
下
ら
な
い
、
と
こ
ぼ
し
て
い
４
ふ
か
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　

と
も
か
く
箱
建
省
は
、
こ
の
毫
湾
府
あ
る
が
故
に
、
多
少
と
も
そ
の

　
　

米
穀
不
足
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

七

　

各
省
間
に
お
け
る
米
穀
の
流
通

　
　
　

私
は
前
節
で
、
Ｆ
】
Ａ
、
し
た
が
っ
て
Ｓ
一
Ｄ
の
敷
値
の
最
も
低
い

　
　

扁
建
省
に
つ
い
て
は
、
そ
の
食
糧
事
情
の
窮
屈
さ
を
少
し
く
強
調
し

　
　

す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　

事
賓
、
お
な
じ
禧
建
省
で
ｉ
）
、
條
件
に
恵
ま
れ
た
と
き
に
ぽ
決
し
て

　
　

食
糧
忙
急
迫
し
て
は
い
な
い
。
現
に
、
雍
正
元
年
に
は
ま
だ
米
價
が
平

　
　

賤
で
、
禧
州
府
が
毎
石
九
銭
・
一
雨
不
等
。
興
化
・
泉
州
・
潭
州
等

　
　

の
府
が
一
雨
か
ら
一
雨
一
銭
ま
で
不
等
。
建
寧
・
延
平
・
郡
武
・
汀

　
　

州
等
の
府
は
九
銭
・
一
雨
不
等
。
豪
湾
府
は
八
銭
・
九
銭
不
等
に
す

　
　

ぎ
な
か
っ
た
。
同
年
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
は
、
か
え
っ
て
浙
江
省

　
　

の
米
不
足
を
救
援
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
（
後
述
）
。
斗
米
三
銭
に
近
｛

　
　

四
年
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
あ
と
で
も
、
た
と
え
ば
七
年
正
月
に
は
、

　
　

建
・
延
・
汀
・
孤
等
四
府
の
米
價
か
毎
石
九
銭
五
六
分
か
ら
一
雨
一

　
　

銭
三
四
分
と
ま
り
で
あ
っ
壁
省
城
こ
１
　
州
の
地
で
は
ヽ
い
つ
も
郷

5
3
7

　

試
の
年
に
な
る
と
各
府
か
ら
受
験
者
が
雲
集
し
て
く
る
。
す
る
と
米

價
か
き
ま
っ
て
藷
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
の
秋
に
か
ぎ
っ
て
、

い
っ
も
の
通
り
大
へ
ん
不
賤
で
あ
っ
た
。
總
督
の
史
胎
直
は
こ
れ
を
、

早
稲
が
豊
作
で
民
間
が
家
ご
と
に
給
し
人
ご
と
に
足
る
が
た
め
だ
と

理
由
づ
け
て
い
る
。
晩
稲
の
採
り
い
れ
も
す
ん
だ
そ
の
年
の
暮
れ
に

は
、
省
城
お
よ
び
各
府
州
蘇
に
お
け
る
米
の
市
場
價
格
が
、
賞
に
七

八
銭
か
ら
六
銭
有
零
不
等
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
總
督
・

祁
玉
麟
が
、
今
歳
は
械
闘
・
盗
刻
等
の
案
件
が
少
な
い
と
い
っ
て
喜

ん
で
い
た
（
一
七
〇
頁
）
十
一
年
は
、
収
成
が
往
年
に
比
べ
る
と
豊
稔

で
米
價
は
八
銭
か
ら
一
雨
不
等
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
七
年
と
い
い
十

一
年
と
い
い
、
と
も
に
西
隣
廣
東
省
の
ｌ
あ
る
い
は
も
、
大
豊
作

の
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
（
一
六
三
頁
）
。
（
賓
は
翠
に
廣

東
省
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
中
・
南
シ
ナ
ー
帯
が
豊
作
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
）
。
さ
す
が
に
隣
省
ほ
ど
の
米
安
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
そ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ぼ
、
幅
建
省
必
す
し
も
米
穀
が
不

足
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

　

い
や
米
穀
は
確
か
に
不
足
で
あ
っ
た
。
ま
す
い
物
よ
り
甘
い
物
を

食
い
た
い
と
い
う
平
均
人
の
欲
望
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
米
穀
は

い
か
に
も
不
足
で
あ
っ
た
。
た
だ
福
建
省
で
は
、
佃
農
・
貧
民
は
一

季
で
奄
半
年
で
も
二
麦
を
食
い
、
番
薯
で
ロ
に
糊
し
て
く
ら
す
、
と
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5
3
8
　

　

い
う
非
人
間
的
な
犠
牲
の
上
に
か
け
て
で
こ
そ
あ
れ
、
食
糧
全
陰
の

　
　

需
給
の
上
で
は
、
條
件
さ
え
よ
け
れ
ぼ
Ｉ
１
　
う
、
自
給
自
足
に
ち
か

　
　

い
状
態
を
現
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
人
は
い
う
、
村
落

　
　

は
切
り
取
ら
れ
て
も
そ
れ
自
陰
で
生
活
力
を
持
つ
環
節
動
物
の
一
環

　
　

節
に
似
て
い
る
と
。
古
い
中
國
で
は
、
単
に
村
落
ぽ
か
り
で
は
な
い
。

　
　

最
高
の
行
政
単
位
で
あ
る
省
分
そ
の
も
の
ま
で
も
が
、
あ
る
意
味
で

　
　

は
環
節
動
物
の
一
環
節
的
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
集
合
陰
が
、
あ
ら

　
　

ゆ
る
個
陰
と
同
じ
よ
う
に
、
主
と
し
て
自
己
保
存
の
本
能
、
生
き
る

　
　

こ
と
自
陰
へ
の
盲
目
的
な
衝
動
に
よ
っ
て
導
か
れ
れ
ば
な
ら
す
、
ま

　
　

た
じ
じ
只
導
か
れ
て
い
た
よ
う
な
常
時
の
政
治
的
ｎ
祗
會
的
環
境

　
　

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
は
ま
た
営
然
の
事
態
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で

　
　

あ
ろ
う
。
自
足
へ
の
努
力
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
集
合
膿
、
い
わ
ぼ
農
民

　
　

的
な
封
鎖
意
識
に
よ
っ
て
ア
エ
メ
ー
ト
さ
れ
た
集
合
陰
の
、
生
き
ん

　
　

が
た
め
の
知
慧
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
二
五
三
頁
）
。

　
　
　

Ｆ
一
Ａ
の
敷
値
、
し
た
が
っ
て
Ｓ
一
Ｄ
の
そ
れ
の
最
下
の
省
分
を
も

　
　

っ
て
し
て
す
ら
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
他
の
省
分
に
つ
い
て
は
思

　
　

い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
言
っ
た
と
こ
ろ

　
　

で
、
他
の
Ｆ
一
Ａ
数
値
の
低
い
省
分
か
み
な
、
幅
建
省
よ
り
食
禄
事

　
　

情
が
楽
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
梁
さ
窮
屈
さ
の
程
度
は
似
た

り
寄
っ
た
り
だ
ラ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
番
薯
で
叡

力
月
を
過
ご
す
必
要
は
な
く
、
細
米
に
屯
あ
れ
、
米
で
ロ
に
糊
す
る

こ
と
の
で
き
る
機
會
が
幾
分
で
も
培
し
て
末
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ

こ
に
こ
そ
、
Ｆ
」
Ａ
叡
値
の
少
し
で
も
高
い
こ
と
の
賓
際
的
な
効
果

か
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
し
天
候
な
ど
が
理
想
ど
か
り
（
？
）
に
い
き
、

ま
た
人
間
に
食
物
に
對
す
る
嗜
好
的
な
選
揮
な
ど
と
言
う
も
の
さ
え

な
け
れ
ば
、
天
下
の
各
省
が
食
糧
的
に
は
ほ
と
ん
と
自
給
自
足
が
で

き
、
Ｆ
一
Ａ
の
高
い
省
分
の
方
が
か
え
っ
て
捌
き
き
れ
ぬ
米
穀
は
持

て
除
ま
す
、
税
課
の
現
銀
は
手
に
は
い
ら
ぬ
で
困
っ
た
か
も
知
れ
ぬ

か
、
幸
か
不
幸
か
天
候
な
ど
の
現
賞
は
決
し
て
理
想
ど
お
り
に
は
行

か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
嗜
好
の
黙
か
ら
す
る
「
米
穀
」
の
み
に
對
す

る
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
い
か
ん
と
も
し
難
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
な
、
そ
れ
ら
の
と
の
場
合
を
も
通
じ
て
、
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
越

え
て
）
、
各
省
間
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
米
價
の
値
開
き
は
、
機
敏

な
商
人
た
ち
の
管
利
意
欲
を
刺
戟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
雍
正
十

一
年
夏
、
浙
江
省
杭
州
府
一
帯
で
は
米
價
が
毎
石
一
雨
七
八
銭
を
唱

え
て
い
た
。
と
こ
ろ
か
値
ご
ろ
の
安
い
毫
湾
の
米
穀
を
持
っ
て
い
く

と
、
乍
浦
港
お
ろ
し
で
、
脚
費
す
な
わ
ち
運
賃
を
加
算
し
て
も
毎
石
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一
雨
二
銭
上
下
に
す
ぎ
な
【
・
ま
た
十
二
年
春
、
江
蘇
省
の
蘇
州
で
は
、

本
地
牽
の
徨
粳
米
が
毎
石
一
雨
二
銭
五
分
の
相
場
で
あ
っ
た
の
に
對

し
、
本
地
人
が
そ
の
値
ご
ろ
の
故
に
常
食
と
し
て
い
た
（
前
文
一
六
七

頁
）
湖
廣
の
白
仙
米
は
、
や
や
低
め
で
毎
石
一
雨
一
銭
五
分
に
す
ぎ

な
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
利
鞘
は
ま
さ
し
く
商
人
た
ち
の
っ
け
目
で

あ
る
。
い
や
し
く
も
事
態
が
自
然
放
任
で
推
移
す
る
か
ぎ
り
、
値
ご

ろ
の
平
均
化
を
求
め
て
物
資
の
流
通
が
起
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
雍
正

帝
卜
こ
の
天
子
は
、
極
端
者
の
み
を
取
締
っ
て
、
中
庸
者
（
情
と

理
と
の
中
を
得
た
も
の
）
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
ら
し
め
る
の
が
政
治

上
の
要
諦
だ
と
い
う
、
言
わ
ば
儒
家
的
な
考
え
か
ら
、
政
治
的
に
も
経

済
的
に
も
大
彊
レ
ッ
セ
ｎ
フ
ェ
ー
ル
の
見
解
を
持
し
、
と
く
に
逞
耀

の
行
焉
を
に
く
ん
で
い
た
ｌ
の
時
代
に
も
、
中
・
南
シ
ナ
の
諸
省

間
に
お
け
る
米
穀
の
流
通
開
係
が
、
一
方
で
の
自
給
自
足
的
な
傾
向

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
部
で
は
ほ
と
ん
ど
常
態
化
し
て

い
た
ゆ
え
ん
に
外
な
ら
な
い
。
農
民
的
な
封
鎖
意
識
に
對
す
る
、
商

人
的
な
開
放
意
識
の
奇
妙
な
采
ね
あ
い
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

　

し
か
も
そ
の
流
通
の
コ
ー
ス
は
、
大
膿
一
定
し
て
い
た
。
こ
の
事

ど
も
を
今
日
も
っ
と
も
手
際
よ
く
傅
え
て
い
る
の
は
、
雍
正
四
年
秋
、

す
な
わ
ち
浙
江
省
か
ら
扁
建
省
に
か
け
て
の
一
帯
が
深
刻
な
食
糧
危

機
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
そ
の
こ
ろ
損
海
将
軍
の
任
に
あ
？

が
、
辺
疆
Ｉ
Ｉ
食
糧
自
足
へ
の
本
能
的
な
衝
動
の
も
つ
と
も
政
治
的

ｕ
針
一
會
的
な
表
現
で
あ
る
、
米
穀
持
ち
出
し
に
對
す
る
妨
害
行
焉
―

―
の
禁
を
巌
し
く
し
て
民
食
を
裕
か
に
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
た
一
摺

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
言
う
、

　
　

ひ
そ
か
に
査
す
る
に
、
天
下
の
米
糧
は
東
南
各
省
に
産
す
る
こ

　
　

と
多
き
に
居
り
、
平
日
は
客
商
に
籍
つ
て
販
易
流
通
さ
る
。
た

　
　

ま
た
ま
荒
款
の
歳
あ
ら
ぼ
、
隣
省
に
責
籍
す
る
と
こ
ろ
倍
々
緊

　
　

要
た
り
。
た
と
え
ぼ
幅
建
の
米
は
毫
湾
・
浙
江
よ
り
取
給
し
、

-

廣
東
の
米
は
廣
西
・
江
西
・
湖
廣
よ
り
取
給
し
、
し
こ
う
し
て

　

1
7
5

江
南
・
浙
江
の
米
は
皆
な
江
西
・
湖
廣
よ
り
取
給
す
る
が
如
し
。

こ
の
敷
省
の
米
に
し
て
萌
し
く
も
阻
帯
す
る
な
く
、
歳
々
流
通

し
て
源
々
絶
え
ざ
れ
ば
、
小
民
散
収
に
遇
う
と
い
え
ど
も
、
尚

か
乏
食
に
至
ら
ざ
ら
ん
。
（
し
か
る
に
地
方
の
豪
梶
あ
り
、
私

自
に
衆
に
侶
え
て
辺
疆
し
、
横
い
ま
ま
に
欄
阻
を
行
い
、
客
商

の
米
を
買
う
ｉ
）
の
、
覗
る
こ
と
私
販
に
同
じ
く
、
出
境
を
許
さ

す
。
ま
た
圃
戸
あ
っ
て
甕
積
し
厚
利
を
希
圖
す
。
甚
し
く
は
江

西
・
湖
廣
の
米
、
幾
月
も
下
ら
す
し
て
、
つ
い
に
米
價
の
騰
貴

す
る
に
至
る
あ
り
。
そ
の
間
不
肖
の
有
司
、
人
の
聳
嘱
を
聴
い

-
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て
公
然
と
示
も
て
禁
す
る
お
り
…
…
）
。

要
す
る
に
、
湖
栗
・
江
西
・
廣
西
お
よ
び
茎
薦
等
の
諸
省
府
が
第
一

次
的
な
供
給
者
群
で
あ
り
、
頴
建
・
廣
東
・
江
南
・
浙
江
等
の
諸
省

が
第
一
次
的
な
需
要
者
群
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
二
群
の
間
で

は
、
と
く
に
不
作
の
年
と
も
な
る
と
、
盛
ん
に
米
穀
の
流
通
が
行
わ

れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
こ
れ
ま
で
我
れ
わ
れ
の
検
討
し
て
き

た
結
果
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
四
川
の
一
省
を
そ
の
供
給
者
群
に
加

え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
間
然
す
る
と
こ
ろ
か
無
い
で
あ
ろ
う
。

　

各
省
間
の
米
穀
需
給
を
媒
介
す
る
者
は
、
主
と
し
て
は
言
う
ま
で

も
な
く
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
文
献
上
、
客
販
・
客
商
・
米
客
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
か
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、

商
人
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
危
瞼
の
負
措
と
、
自
己
の
損
盆
計
算
と
に
お

い
て
米
穀
の
流
通
を
行
う
。
し
か
し
清
代
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
事

賞
上
米
穀
が
そ
れ
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
る
他
の
形
式
か
あ
っ
た
。
中

頻
お
よ
び
地
方
各
省
に
よ
る
他
省
に
對
す
る
米
穀
の
「
買
い
出
し
」
、

い
わ
ゆ
る
「
採
買
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
あ
る
省
の
米
穀
を
監
穀
と

し
て
他
の
省
で
損
納
さ
せ
る
特
殊
な
損
例
屯
、
結
局
は
同
じ
よ
う
な

効
果
を
持
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
し
ば
し
ば
有
っ
た
と
言
う
の
で
も

な
く
、
ま
た
慄
定
ど
お
り
に
行
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
か
ら
、
こ

こ
で
は
無
硯
し
て
か
く
事
に
し
よ
う
）
。
省
外
様
買
、
と
く
に
地
方

各
省
に
よ
る
そ
れ
は
、
多
く
の
ば
あ
い
、
合
法
的
に
耀
頁
・
散
賑
さ

れ
、
時
と
し
て
非
合
法
的
に
使
い
こ
ま
れ
た
倉
穀
・
倉
米
を
補
充
す

る
必
要
が
あ
り
、
も
し
く
は
、
天
災
な
ど
で
緊
急
に
多
量
の
米
穀
を

入
手
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
自
省
内
で
は
様
買
で
き
か
ね
る
部
分

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
費
用
は
耀
頁
價
銀
の
ほ

か
、
各
省
布
政
司
の
庫
銀
す
な
わ
ち
正
項
か
ら
出
る
こ
と
も
あ
っ
た

し
、
ま
た
例
え
ば
堕
課
公
費
銀
の
よ
う
な
公
費
か
ら
出
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
の
目
的
と
こ
の
費
用
。
と
な
る
と
、
ル
ー
ト
モ
の
も
の
も

一
見
、
普
通
の
客
商
と
は
違
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
、
第
一
、
各
省
の
外
省
に
對
す
る
様
買
の
場
合

は
、
も
ち
ろ
ん
官
員
や
青
役
た
ち
を
派
遣
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

ま
た
し
ぼ
し
ぼ
こ
の
事
務
を
一
般
の
商
人
に
も
委
任
し
て
い
。
る
。
第

二
、
官
員
や
背
役
た
ち
を
派
遣
す
る
場
合
に
も
、
現
地
で
様
買
す
る

場
合
に
は
通
例
、
そ
の
地
の
米
行
・
舗
戸
の
手
を
通
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
湖
北
按
察
使
・
王
柔
か
、
常
千
倉
相
穀
の
例
を
遍
開
し
て

米
價
の
調
節
を
圖
る
べ
き
だ
と
説
い
た
奏
摺
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う

に
し
て
、
米
穀
を
し
て
必
ず
半
ば
は
官
に
あ
り
、
半
ば
は
民
に
あ
ら

し
め
る
と
、
鄙
省
様
買
の
員
は
必
ず
し
も
米
穀
を
市
に
求
め
な
い
で
、
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官
に
問
う
だ
け
で
済
み
、
市
價
の
高
昂
す
る
患
い
か
自
然
に
無
く
な

　
　

ろ
う
と
観
測
し
て
い
る
よ
う
な
の
が
、
そ
の
よ
い
例
誕
で
あ
ぴ
。
現

　
　

地
の
官
員
が
あ
ら
か
じ
め
梢
穀
な
ど
を
官
倉
に
保
存
し
、
他
省
の
員

　
　

役
の
爽
省
を
待
つ
よ
う
な
例
も
な
い
で
は
無
か
っ
た
け
れ
と
び
、
モ

　
　

の
場
合
に
あ
っ
て
す
ら
、
他
省
員
役
の
採
買
は
お
お
む
ね
米
行
・
舗

　
　

戸
を
相
手
に
し
て
な
さ
れ
て
お
っ
た
。
か
れ
ら
と
て
も
一
般
民
と
同

　
　

様
、
倉
米
は
市
米
に
比
べ
て
倉
気
が
あ
り
、
市
米
の
新
鮮
で
、
値
段

　
　

も
そ
れ
ほ
ど
は
違
わ
な
い
事
斟
目
を
蔽
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

　
　

た
か
ら
で
あ
る
。
省
外
採
買
は
も
っ
と
も
普
通
に
は
舟
運
の
便
の
利

　
　

く
と
こ
ろ
に
對
し
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
の
用
船
も
普
通
の
民

　
　

船
が
雇
用
さ
れ
た
（
一
五
八
頁
參
照
）
。
結
局
、
各
省
の
探
買
と
は
い
え
、

　
　

ル
ー
ト
と
し
で
は
、
一
般
の
民
間
商
業
ル
ー
ト
と
、
何
ら
異
る
と
こ

　
　

ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

私
の
こ
れ
か
ら
の
斂
述
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
客
商
の
興
販
と

　
　

各
省
の
採
買
と
を
、
流
通
面
で
は
Ｉ
お
う
、
同
列
に
取
り
扱
っ
て
お

　
　

く
事
に
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　

㈲

　

長
江
筋
の
米
穀
流
通

　
　
　

さ
て
、
雍
正
期
、
各
省
間
に
お
け
る
米
穀
の
流
通
に
は
、
何
天
培

5
4
1

　

に
よ
る
か
ぎ
り
各
種
の
ル
ー
ト
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
有
り
う
る
可

能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
、
そ
の
う
ち
で
■
＃
最
■
＃
基
本
的
な
も

の
は
、
常
識
的
に
も
直
ち
に
思
い
営
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
通
り
、
四

川
・
湖
廣
（
と
く
に
湖
南
）
お
よ
び
江
西
の
三
省
の
米
穀
を
、
江
蘇
・
浙

江
の
雨
省
に
流
通
す
る
長
江
上
下
の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
ま
す
受
入

れ
者
側
の
江
浙
雨
省
の
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
前
節
の
斂
述
と
の

重
複
を
避
け
、
各
省
間
の
流
通
面
に
焦
黙
を
合
わ
せ
な
が
ら
論
述
し

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

江
・
’
浙
二
省
の
食
糧
上
の
背
後
地
は
、
も
ち
ろ
ん
長
江
中
流
に
限

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
江
蘇
省
が
、
姉
妹
省
で
あ
る
安
徽
省
か

ら
は
米
の
（
一
六
六
頁
）
、
ま
た
河
南
・
山
東
な
ど
の
諸
省
か
ら
は
豆
・
麦

　

1
7
7

な
ど
の
供
給
を
仰
ぐ
こ
と
の
あ
っ
た
事
は
二
二
七
頁
こ
間
述
の
と
が
り

　

一

で
あ
る
。
浙
江
省
に
う
い
て
も
李
衛
は
、
浙
省
民
間
の
食
米
と
な
る
と
、

向
来
に
は
半
ば
は
上
江
（
安
徽
省
）
の
漕
糧
運
出
の
地
方
、
な
ら
び
に
河

南
・
湖
廣
雨
省
の
客
販
の
接
済
に
籍
っ
て
い
た
と
傅
え
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
江
浙
二
省
の
、
少
な
く
と
も
「
米
穀
」
の
上
で
の
貝

の
背
後
地
は
、
長
江
上
中
流
の
諸
省
、
直
接
に
は
と
く
に
湖
廣
・
江

西
の
二
省
で
あ
っ
た
。
湖
廣
・
江
西
の
米
は
倶
に
江
南
に
聚
集
す
る
。

蘇
州
は
地
狭
く
民
桐
く
、
豊
収
で
も
ま
た
江
西
・
湖
廣
の
米
を
資
に

し
て
い
る
。
商
販
は
多
く
江
西
・
湖
廣
等
の
處
か
ら
米
を
買
い
、
浙



5
4
2

　

江
省
に
運
ん
で
き
て
湊
食
す
徊
。
浙
江
省
の
米
糧
は
、
た
と
え
豊
熟

　
　

の
年
で
も
向
に
は
江
西
・
湖
廣
等
の
處
の
客
販
の
接
済
を
籍
り
に
し

　
　

て
い
た
。
…
…
こ
れ
ら
が
異
口
同
音
に
そ
の
事
賓
を
傅
え
て
い
る
ぼ

　
　

か
り
で
は
な
く
、
江
蘇
省
蘇
州
・
松
江
等
の
民
間
の
常
食
す
る
と
こ

　
　

ろ
に
楚
仙
す
な
わ
ち
湖
廣
省
の
拙
米
の
あ
っ
た
こ
と
（
一
六
七
頁
）
、

　
　

ま
た
そ
の
建
値
が
本
地
の
糧
粳
米
（
こ
れ
も
常
食
米
の
一
つ
）
よ
り
安

　
　

か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
（
一
七
五
頁
）
。
ま
た
雍
正
五
年
、
食

　
　

糧
危
機
の
直
後
の
編
建
省
の
た
め
に
、
浙
閔
總
督
・
高
其
雛
が
擁
課

　
　

銀
五
萬
雨
を
動
支
し
て
江
南
で
採
買
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
も
、
楚
米

　
　

と
江
米
、
す
な
わ
ち
湖
廣
米
と
江
西
米
と
で
あ
っ
た
。
湖
廣
・
江
西

　
　

爾
省
が
い
か
に
有
力
な
、
た
と
え
有
力
で
は
な
い
ま
で
も
、
い
か
に

　
　

頼
り
に
さ
れ
て
い
た
背
後
地
で
あ
っ
た
か
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

江
寧
省
城
で
は
、
民
間
の
も
の
が
多
く
次
熟
米
や
糧
米
を
買
食
し

　
　

て
い
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
傅
久
に
よ
る
と
、
浙
江
の
客
商
が
湖
廣
省

　
　

に
き
て
買
い
入
れ
る
米
は
倶
に
熟
米
で
あ
っ
た
。
雍
正
二
年
の
參
、
湖

　
　

廣
總
督
・
楊
宗
仁
が
命
を
う
け
、
布
政
司
庫
銀
十
萬
雨
で
米
を
買
い
上

　
　

げ
て
、
風
潮
害
後
の
江
浙
の
急
場
を
救
お
う
と
し
た
場
合
に
も
、
商

　
　

頁
人
の
様
式
に
照
ら
し
て
熟
米
を
採
辨
さ
せ
た
。
人
民
が
米
を
手
に

　
　

入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
直
ぐ
に
も
炊
然
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
は
上
熟
ふ

入
れ
て
江
浙
地
方
に
運
び
こ
ん
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
穀
の
ま
ま
で

来
る
こ
と
は
除
り
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

雍
正
元
年
、
北
省
に
お
け
る
二
娶
の
凶
作
に
鑑
み
た
雍
正
帝
は
、
科

臣
の
陳
世
僅
ら
を
南
省
に
派
遣
し
て
米
石
を
採
買
さ
せ
る
こ
と
に
し

た
。
こ
の
趣
意
を
誤
解
す
る
地
方
官
の
う
ち
に
は
、
欽
差
の
採
買
に

備
え
て
商
販
を
禁
止
し
、
出
境
す
る
の
を
許
さ
な
い
も
の
も
現
わ
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
對
し
て
雍
正
帝
は
、
と
く
に
論
を
下
し
て
、
浙
江

省
と
江
南
省
の
蘇
・
松
等
の
府
は
、
豊
年
の
年
で
さ
え
食
を
湖
廣
・

江
西
等
の
處
に
仰
い
で
い
た
。
湖
廣
・
江
西
・
安
慶
（
安
徽
省
）
等
の
處

の
米
船
を
し
て
直
ぐ
に
蘇
州
に
行
か
せ
、
蘇
州
の
米
船
を
ま
っ
す
ぐ

に
浙
江
に
行
か
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。
阻
挑
し
て
は
い
け
な
い
と
言
っ

て
い
る
。
た
ま
た
ま
、
湖
廣
・
江
西
・
安
徽
等
の
諸
省
の
米
が
、
ど

こ
を
大
集
散
地
と
し
て
江
浙
地
方
に
行
き
渡
っ
た
か
を
暗
示
す
る
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

江
西
省
や
湖
廣
省
は
、
で
は
、
事
賞
有
力
な
、
頼
り
に
な
る
米
穀

の
供
給
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

豊
作
と
凶
作
と
で
は
大
分
事
情
は
違
う
け
れ
ど
も
、
概
し
て
い
う

に
、
そ
れ
ほ
ど
頼
り
に
な
る
供
給
者
で
は
な
か
っ
た
。
底
は
浅
い
。
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雍
正
二
年
の
こ
と
。
江
西
省
は
豊
作
で
あ
ワ
た
。
と
こ
ろ
か
江
南
・

　
　

浙
江
南
省
の
例
の
風
潮
害
で
搬
運
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
省
内
の
米

　
　

價
は
な
か
な
か
下
ら
な
か
っ
た
。
浙
閔
地
方
の
食
糧
危
機
の
あ
と
を

　
　

受
け
た
雍
正
五
年
春
の
こ
と
で
あ
る
。
江
西
省
で
は
こ
れ
ま
で
、
米

　
　

價
は
倶
に
五
銭
五
六
分
か
ら
六
銭
一
二
分
で
、
た
と
え
貴
く
と
屯
ま

　
　

た
七
銭
止
ま
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
は
隣
省
―

　
　

浙
江
・
幅
建
・
江
南
の
諸
省
が
搬
出
し
す
ぎ
た
の
で
、
九
銭
・
一
雨

　
　

か
ら
一
雨
有
能
の
價
格
さ
え
現
わ
れ
、
民
人
は
口
々
に
昂
貴
の
極
だ

　
　

と
い
う
に
至
っ
た
。
三
省
か
ら
は
採
買
官
員
が
く
る
。
そ
し
て
彼
ら

　
　

が
い
よ
い
よ
敷
萬
石
の
米
を
積
荷
し
て
船
出
し
よ
う
と
す
る
と
、
人

　
　

人
は
み
な
河
岸
に
向
け
て
立
ち
上
っ
て
米
船
の
出
境
を
拒
ん
だ
と
い

　
　

う
。
つ
い
に
そ
の
翌
年
の
不
作
に
あ
っ
て
は
、
か
え
っ
て
安
徽
省
に

　
　

赴
い
て
米
石
を
採
買
し
、
も
っ
て
平
價
頴
頁
の
用
に
備
え
ざ
る
を
得

　
　

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

江
西
省
に
比
べ
る
と
、
湖
廣
省
―
北
南
雨
湖
の
米
穀
が
湖
北
省
・

　
　

の
瀧
口
に
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
の
と
こ
ろ
二
五
九
頁
）
ｉ
と
く

　
　

に
湖
南
省
は
さ
す
が
に
噌
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
で

　
　

も
な
お
、
底
の
浅
さ
は
蔽
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
あ
の
楊
宗
仁
は
、
中

5
4
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央
か
ら
の
米
穀
の
探
買
を
う
け
た
湖
廣
省
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い

る
。
楚
省
は
地
方
遼
澗
で
戸
口
滋
繁
し
、
し
か
も
恒
産
に
は
限
り
あ

り
、
民
の
食
糧
事
情
が
賑
し
い
（
民
食
維
騒
）
。
ま
ま
殷
寅
の
家
が
あ
っ

て
も
、
亦
だ
僅
か
に
、
自
か
ら
温
飽
す
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
。
こ

こ
に
は
か
な
り
、
政
治
的
な
掛
け
引
き
の
色
合
い
が
濃
厚
で
あ
る
。

ま
た
楚
省
と
い
っ
て
も
、
直
接
に
は
湖
北
省
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
営
時
、
湖
廣
の
穀
價
は
毎
石
四
五
銭
不
等
と

い
っ
た
と
こ
ろ
。
そ
れ
で
い
て
「
民
食
維
服
」
は
大
腸
だ
け
れ
ど
も
、

し
か
し
同
じ
こ
ろ
、
湖
南
巡
撫
の
魏
廷
珍
か
や
は
り
次
の
よ
う
な
殷

言
を
し
て
い
る
。
数
量
的
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
翌
言
で
あ
る
。
す
な

　

一

わ
ち
言
う
、
奄
し
営
地
の
稲
米
に
八
九
分
か
ら
十
分
の
豊
収
が
あ
れ

　

1
7
9

ぼ
ヽ
十
萬
石
を
採
買
さ
れ
て
も
辨
じ
易
き
に
属
す
る
・
し
か
し
も
し
ヽ
一

収
成
が
八
九
分
に
足
ら
な
け
れ
ぼ
停
止
し
た
方
が
好
さ
そ
う
で
あ
る

と
。
彼
の
こ
の
弱
気
を
事
賓
で
裏
書
す
る
か
の
よ
う
に
、
江
西
省
が

　

「
昂
貴
の
極
」
の
米
價
に
悩
ん
で
い
た
の
と
同
じ
雍
正
五
年
の
夏
に

は
、
湖
廣
省
で
も
市
頁
の
。
米
價
が
一
向
に
下
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。

　

（
そ
の
と
き
湖
南
省
で
は
、
中
米
で
毎
石
八
九
鏡
か
ら
一
雨
二
銭
不

等
に
い
た
り
、
上
米
は
一
雨
三
四
分
か
ら
一
雨
四
銭
不
等
ま
で
、
湖

北
省
で
は
そ
れ
よ
り
も
や
や
高
目
で
あ
っ
た
）
。
し
か
も
そ
れ
は
、

江
西
・
廣
西
・
江
南
等
の
省
か
ら
採
買
・
販
運
す
る
も
の
が
多
か
っ
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た
た
め
だ
と
傅
え
ら
れ
て
い
句
要
す
る
に
底
の
侵
さ
を
物
語
る
も

　
　

の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、
前
年
の
自
省
の
不
作
と
江
蘇
省
の
豊
作
を

　
　

う
け
た
雍
正
八
年
に
は
、
逆
縁
な
が
ら
江
南
の
米
を
運
び
こ
ん
で
荊

　
　

南
地
方
を
救
済
す
る
羽
目
に
立
ち
い
た
っ
た
。
こ
の
事
賞
を
傅
え
る

　
　

雲
貴
總
督
・
郡
爾
泰
は
湖
廣
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
と
い
わ
れ
た
そ
の

　
　

湖
廣
の
熟
も
、
こ
れ
で
は
ど
う
や
ら
侍
み
き
り
に
す
る
わ
け
に
も
行

　
　

か
な
い
と
嘆
じ
て
い
る
。
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

　
　

供
給
省
分
と
し
て
の
江
西
省
や
廣
西
省
や
か
、
五
年
の
場
合
に
は
所

　
　

を
愛
え
て
需
要
省
分
と
し
て
振
る
ま
っ
て
い
る
の
は
印
象
的
な
事
食

　
　

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
江
浙
地
方
や
面
東
省
や
に
對
す
る
飢
餓
移
出

　
　

で
で
き
た
空
隙
の
穴
埋
め
の
た
め
に
外
な
る
ま
い
。

　
　
　

湖
廣
・
江
西
二
省
の
米
穀
供
給
者
と
し
て
の
底
の
浅
さ
１
そ
れ

　
　

を
と
も
か
く
無
。
パ
ッ
ク
‥
ア
ッ
プ
し
て
い
た
も
の
は
、
雍
正
前
期
に

　
　

お
け
る
Ｆ
一
Ａ
数
値
最
高
の
四
川
省
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

向

　

重
慶
と
漢
口
と
の
間
（
上
）

　
　
　

こ
の
事
賓
を
今
日
、
も
っ
と
も
簡
単
か
っ
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の

　
　

は
恐
ら
く
雍
正
帝
が
、
二
年
秋
の
江
浙
の
風
潮
害
の
救
援
措
置
に
開

　
　

連
し
て
。

　
　
　
　

朕
は
知
る
、
江
浙
の
糧
米
は
歴
末
給
を
湖
廣
に
仰
ぎ
、
湖
廣
は

　
　

ま
た
給
を
四
川
に
仰
げ
る
を
。
従
前
商
販
は
な
は
だ
多
き
に
因

　
　

り
、
地
方
の
有
司
繩
し
く
阻
湛
を
行
え
り
。
今
や
四
川
の
秋

　
　

成
、
豊
稔
な
り
。
…
…
爾
（
王
景
影
）
ま
さ
に
沿
途
の
文
武
官
辨
に

　
　

論
し
、
江
西
（
江
浙
？
ご
湖
廣
の
商
人
の
四
川
に
赴
い
て
米
を
販

　
　

い
、
四
川
の
商
人
の
江
西
（
？
）
湖
廣
に
往
い
て
米
を
頁
る
も
の

　
　

あ
る
に
遇
わ
ば
、
立
印
ち
に
放
行
し
て
留
難
・
阻
遥
す
る
を
得

　
　

ざ
ら
し
め
よ
。
聞
く
な
ら
く
、
年
貢
尭
は
営
日
っ
ね
に
か
っ
て

　
　

こ
の
善
政
を
皐
行
せ
り
と
。

と
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
啓
久
だ
王
景
扉
奄
、
ほ
ぼ
同
様
の

こ
と
を
繰
り
加
え
し
て
い
る
。
そ
の
前
年
、
同
じ
く
雍
正
帝
が
湖
廣

總
督
の
遇
個
方
針
を
な
じ
り
、
楚
地
の
ご
と
き
は
本
と
産
米
の
郷
で
、

素
よ
り
東
南
（
江
浙
）
の
仰
給
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
お
前
が

米
の
出
境
を
禁
じ
た
た
め
、
四
川
米
も
ま
た
湖
廣
省
に
や
っ
て
未
夕
、

隣
省
の
糧
價
が
昂
く
な
っ
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
本
省
の
そ
れ
も
だ
ん

だ
ん
昂
く
な
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
つ
い
で
雍

正
五
年
、
浙
江
巡
撫
と
し
て
本
地
の
食
糧
危
機
の
切
り
ぬ
け
に
大
童

と
な
っ
て
い
た
李
衛
の
言
葉
の
う
ち
に
も
、
浙
江
省
で
は
こ
れ
ま
で

江
楚
、
す
な
わ
ち
江
西
・
湖
廣
等
の
省
の
米
を
籍
り
に
し
て
い
た
が
、

か
の
地
に
は
も
と
屯
と
、
四
川
省
か
ら
販
未
し
た
も
の
か
あ
っ
た
。
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今
は
す
で
に
自
か
ら
往
っ
て
購
買
す
る
。
の
だ
か
ら
に
は
、
江
楚
の
客

　
　

商
が
販
い
出
し
て
き
た
四
川
米
は
、
ま
た
江
楚
に
留
め
て
済
用
す
れ

　
　

ば
よ
い
と
あ
る
。
五
月
九
月
の
上
論
の
中
に
も
、
湖
廣
等
の
敷
省
は

　
　

向
来
四
川
省
の
米
石
を
買
運
し
て
い
た
の
だ
と
見
え
る
。
同
じ
こ
ろ

　
　

赴
任
の
途
中
で
湖
廣
省
を
経
過
し
た
雲
南
巡
撫
の
朱
綱
は
、
荊
・
襄

　
　

か
ら
常
徳
に
か
け
て
米
價
を
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
人
々
は
皆
「
四

　
　

川
省
が
大
豊
作
で
川
米
が
す
で
に
湖
廣
省
に
下
っ
て
来
た
た
め
、
現

　
　

在
湖
北
の
荊
・
襄
の
米
價
は
毎
石
八
九
銭
不
等
で
、
湖
南
の
常
徳
府

　
　

で
は
Ｉ
そ
う
安
い
」
と
い
っ
た
と
傅
え
て
い
る
。
少
な
く
と
も
雍
正

　
　

前
期
に
あ
っ
て
は
、
四
川
省
が
、
湖
廣
・
江
西
等
の
諸
省
に
對
す
る

　
　

後
援
者
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
っ
づ
け
て
い
た
事
を
確
か
め
る
こ

　
　

と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

米
穀
の
こ
の
よ
う
な
流
通
開
係
に
お
い
て
、
第
一
次
的
な
利
盆
を

　
　

享
受
し
て
い
た
も
の
Ｉ
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
四
川
省
民
や
湖
南
省

　
　

民
だ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
供
給
を
四
川
と
湖
南
と
に
仰
ぎ
、
た

　
　

め
に
商
販
が
馴
集
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
湖
北
省
の
武
漢
地
方
（
前

　
　

文
一
五
九
頁
）
、
と
く
に
大
集
散
市
場
と
し
て
の
漢
口
鎮
の
商
人
た
ち

　
　

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
李
衛
に
よ
る
と
、
漢
口
地
方
が
向
来
米
を
聚

5
4
5

　

め
る
こ
と
の
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
み
な
、
四
川
省
か
地
味
の
饒
か
な

と
こ
ろ
に
人
口
が
少
な
く
、
産
米
が
有
り
能
っ
て
本
地
で
は
穀
價
が

ひ
ど
く
彫
い
。
た
め
に
四
川
の
民
は
そ
れ
を
出
頁
し
て
納
税
や
生
計

費
の
た
七
に
し
よ
う
と
射
う
が
、
ひ
か
屯
四
川
省
か
ら
湖
廣
省
に
は

水
路
に
よ
っ
て
楡
廻
す
る
こ
と
が
甚
だ
容
易
だ
か
ら
だ
と
い
徊
。
そ

の
通
り
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
四
川
省
の
門
戸
で
あ
る
襲
聞
で
は
、

い
ざ
秋
収
の
後
と
も
な
る
と
、
毎
日
毎
日
、
十
除
隻
か
ら
二
十
隻
ぐ

ら
い
の
大
小
の
米
船
が
相
つ
い
で
湖
廣
に
向
か
う
の
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
に
相
匝
す
る
湖
廣
省
側
の
荊
州
府
妙
開
は
、
さ
き
に
は
四
川
省

に
通
達
す
る
外
江
の
沙
市
に
設
け
ら
れ
て
、
川
楚
の
商
販
の
出
入
を

稽
査
し
、
上
に
し
て
は
彝
陵
、
下
に
し
て
は
祁
穴
に
開
口
を
設
け
て

い
た
。
各
省
商
販
の
貨
物
は
、
一
た
び
漢
口
等
の
處
に
っ
く
と
、
必

ら
す
牙
行
の
厄
介
に
な
る
。
米
穀
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
米
牙

行
の
手
を
く
ぐ
っ
た
米
穀
は
さ
ら
に
下
流
地
方
に
廻
ら
れ
て
い
く
。

雍
正
十
年
の
記
録
に
よ
る
と
、
漢
口
地
方
で
は
、
前
年
の
十
一
月
か

ら
モ
の
年
の
二
月
初
旬
ま
で
の
僅
々
三
ヵ
月
除
に
、
外
販
の
米
船
が

ナ
で
に
四
百
飴
競
も
あ
り
、
そ
の
ほ
か
堕
商
の
且
峻
で
米
穀
を
装
運

す
る
も
の
も
敷
え
切
れ
ぬ
ぐ
ら
い
で
あ
っ
作
。
商
況
の
活
溌
さ
を
思

い
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
良
い
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
武
漢
と
く
に
漢
口
の
人
々
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は
、
一
方
で
は
何
と
い
っ
て
も
四
川
米
・
湖
南
米
に
よ
っ
て
命
の
綱

　
　

を
制
せ
ら
れ
て
は
い
た
。
例
え
ば
、
五
年
の
端
境
期
の
こ
と
だ
。
湖
南

　
　

の
商
米
は
ほ
と
ん
ど
爽
な
い
。
川
江
（
長
江
上
流
）
も
水
か
さ
が
増
し
て

　
　

米
船
が
峡
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
う
と
う
五
六
月
の
間
に
は
、

　
　

武
浜
で
は
毎
石
一
雨
七
八
銭
の
高
値
を
呼
ぶ
に
い
た
り
、
民
間
で

　
　

は
米
の
買
い
入
れ
よ
う
が
な
く
て
困
り
果
て
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

　
　

し
か
も
そ
の
反
面
、
米
穀
の
仲
艦
ぎ
利
得
に
よ
る
漢
口
地
方
の
潤
か

　
　

い
は
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
我
れ
わ
れ
は
こ
の
事
宜

　
　

の
最
も
よ
い
澄
明
を
、
た
ま
た
ま
、
雍
正
四
年
に
始
ま
る
浙
江
省
営

　
　

局
の
四
川
米
採
買
の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

常
時
浙
江
省
は
、
浙
岡
總
督
・
高
其
悼
の
も
と
に
禰
建
省
と
同
じ
長

　
　

官
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
常
然
同
省
は
、
が
り
か
ら
食
糧
危
機
に
襲
わ

　
　

れ
て
い
た
禰
建
省
と
、
そ
の
苦
痛
を
分
か
ち
合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

　
　

た
。
浙
江
巡
撫
・
李
衛
の
同
年
五
月
の
奏
摺
を
見
る
と
、
そ
の
こ
ろ
幅

　
　

建
省
で
は
、
官
員
を
派
遣
し
て
浙
江
省
の
温
州
等
の
處
で
米
を
採
買

　
　

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
殊
批
に
は
、
浙
江
省
の
米
穀
で
鄭
封
を

　
　

分
済
す
る
と
は
、
こ
れ
ま
で
は
滅
多
に
耳
に
し
た
こ
と
の
な
い
事
だ

　
　

と
あ
る
。
よ
ほ
ど
珍
ら
し
い
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
五
年
に

　
　

玉
帽
建
省
は
、
暖
課
銀
二
萬
四
千
両
を
動
川
し
て
温
州
の
米
一
萬
三

干
仙
石
と
穀
一
萬
六
千
除
石
と
を
買
い
集
め
た
。
四
年
度
の
幅
建
省

の
爽
購
に
つ
い
て
、
表
向
き
は
浙
地
に
擬
げ
な
し
と
い
っ
て
い
た
李

衛
も
、
内
心
、
自
省
の
米
穀
不
足
に
気
が
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
年
六
月
一
日
の
奏
摺
で
は
、
も
し
浙
江
省
の
頼
り
と
す
る
江
西
・

湖
廣
の
二
省
加
豊
作
な
ら
、
次
ぎ
っ
ぎ
と
幅
建
省
を
接
済
す
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
し
か
し
も
し
二
省
の
米
が
少
な
い
と
な
る
と
、
浙
江

省
で
は
糧
食
不
足
が
案
じ
ら
れ
、
有
り
除
っ
た
も
の
で
頴
建
省
を
協

済
で
き
る
ど
こ
ろ
の
話
で
な
い
、
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
始
め
て
四
川

省
へ
の
直
接
採
買
を
建
議
し
て
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法

は
、
有
能
な
官
員
に
現
銀
―
そ
れ
も
良
質
の
好
銀
十
萬
雨
を
持
た

せ
、
七
八
月
内
に
出
殷
し
四
川
地
方
に
赴
い
て
米
を
買
わ
せ
る
。
モ

の
地
の
地
方
官
に
價
格
を
稽
察
さ
せ
、
沿
途
で
船
隻
を
催
運
し
さ
え

す
れ
ば
、
十
月
参
収
の
時
に
は
買
い
脅
え
ら
れ
、
年
の
内
に
は
陸
績

と
浙
江
省
に
運
到
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
勾
。
翌
年
閏
三
月
の
報
告

に
よ
る
と
、
浙
江
省
に
着
い
た
第
一
回
目
の
現
物
は
、
途
中
で
の
目

減
り
・
損
失
分
を
の
で
い
て
都
合
十
萬
五
千
三
百
除
石
。
諸
経
費
や

損
失
分
を
差
し
引
い
て
も
、
毎
石
あ
た
り
約
銀
九
銭
五
分
で
、
こ
れ

を
客
商
た
か
が
浙
江
省
に
来
販
す
る
米
に
比
べ
る
と
、
毎
石
す
で
に

賤
き
こ
と
四
五
銭
不
等
で
あ
っ
た
。
賞
に
五
割
安
な
の
で
あ
る
。
李
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衛
が
四
川
直
接
採
頁
の
鼓
果
を
謳
っ
て
、
湖
廣
・
江
西
雨
處
の
民
人

が
、
江
浙
二
省
の
搬
運
で
か
の
地
の
米
價
が
高
く
な
る
の
だ
な
ど
と

籍
ロ
す
る
ｉ
要
す
る
に
、
そ
の
搬
運
を
理
由
に
勝
手
に
米
價
を
釣

り
上
げ
る
の
を
座
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
知
事
と
と
も

に
、
湖
廣
・
江
西
の
傷
省
、
と
く
に
前
者
の
商
人
（
別
し
て
漢
口
商

人
）
の
、
米
穀
貿
易
に
お
け
。
る
中
間
搾
取
が
い
か
に
激
し
か
っ
た
か

を
雄
滸
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

浙
江
省
の
川
米
採
買
は
そ
の
後
も
っ
づ
い
た
。
第
二
回
目
（
雍
正
五

年
）
に
は
前
年
の
倍
額
の
二
十
萬
雨
で
大
々
的
に
単
行
し
よ
う
と
し

た
。
い
ま
大
金
を
支
出
し
て
も
、
や
が
て
四
川
人
民
の
銭
糧
と
し
て
納

付
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
國
庫
の
収
支
勘
定
に
は
愛
り
は
な
い
。
そ
れ

で
い
て
、
緩
急
に
儲
備
あ
る
を
得
る
な
ら
こ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な

い
。
こ
の
李
衛
の
考
え
は
、
い
か
に
も
中
國
官
僚
ら
し
い
知
慧
で
ほ

ほ
え
ま
し
い
が
、
し
か
し
雍
正
帝
は
そ
の
成
功
を
危
ぶ
み
、
そ
の
規

模
の
縮
少
を
命
じ
た
。
結
局
二
萬
石
程
度
を
四
川
省
で
買
い
、
他
に

い
く
ら
か
を
江
西
等
の
省
で
採
買
し
よ
う
と
い
う
事
に
な
っ
た
。
こ

れ
さ
え
江
西
省
の
方
は
米
價
高
で
駄
目
に
な
っ
た
か
、
李
衛
は
そ
の

後
も
第
三
回
目
以
下
を
決
行
し
て
い
る
。

　
　
　

㈲

　

重
慶
と
漢
口
と
の
間
（
下
）

　

し
か
も
こ
の
浙
江
省
の
川
米
探
買
は
、
他
の
二
三
の
事
情
と
組
み

合
わ
さ
っ
て
、
今
度
は
た
ま
た
ま
、
四
川
省
の
も
っ
米
穀
供
給
者
と

し
て
の
底
の
浅
さ
を
暴
露
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
す
、
六
年
正

月
に
お
け
る
巡
撫
・
憲
徳
の
憩
久
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

彼
は
い
う
。

　
　

上
年
（
五
年
）
は
川
省
の
収
成
す
こ
ぶ
る
豊
足
と
柵
す
。
商
販
絡

　
　

紳
と
し
て
買
運
者

　

敷
計
す
べ
か
ら
ざ
る
に
因
っ
て
、
も
っ
て

　
　

秋
参
の
間
、
米
價
よ
う
や
く
長
す
る
を
致
せ
り
。
…
…
入
参
以
来

　
　

重
慶
・
僥
州
の
二
府
、
米
價
は
な
は
だ
こ
れ
騰
貴
せ
り
。
…
…
十

　
　

二
月
間
に
お
い
て
重
慶
鎮
臣
・
任
國
柴
の
栢
う
を
攘
け
た
る
に

　
　

…
…
今

　

川
省
の
米
石
、
外
省
の
人
の
販
運
は
な
は
だ
多
し
。

　
　

も
し
急
い
で
御
酌
を
な
さ
ざ
れ
ば
必
ず
兵
民
倶
に
賑
窟
を
受
け

　
　

ん
等
の
語
あ
り
。
臣
…
…
萬
や
む
を
得
ず
し
て
、
十
二
月
に
か

　
　

い
て
、
行
し
て
該
地
方
官
を
し
て
暫
ら
く
（
領
販
を
）
禁
止
す

　
　

る
を
行
わ
し
め
た
り
。

い
わ
ゆ
る
辺
耀
を
令
し
た
の
で
あ
る
。
雍
正
帝
も
さ
す
が
に
、
一
時

的
な
辺
疆
な
ら
こ
の
さ
い
止
む
を
得
な
い
と
の
態
度
を
と
っ
だ
。
そ

の
こ
ろ
布
政
使
の
任
に
あ
っ
た
管
承
渫
は
、
常
時
の
情
勢
に
つ
い
て

よ
り
立
ち
入
っ
た
記
１
　
を
残
し
て
い
仙
。
彼
に
よ
る
と
、
秋
成
の
時
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に
は
米
價
が
非
常
に
聯
か
っ
た
が
、
參
十
二
月
内
に
は
、
遊
義
・
重

　
　

慶
・
曹
州
・
保
寧
等
の
諸
府
で
米
價
が
騰
貴
し
、
毎
石
一
雨
七
八
銭

　
　

か
ら
二
雨
以
外
（
占
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
。
逍
義
府
の
場
合
は
、
頴
建
・

　
　

廣
東
・
湖
廣
お
よ
び
貴
州
の
四
省
の
人
民
の
、
四
川
に
流
入
し
た
も

　
　

の
が
経
過
買
食
し
た
た
め
で
あ
る
。
重
慶
府
の
場
合
は
、
四
川
省
内

　
　

き
っ
て
の
物
資
の
大
集
散
地
（
川
省
總
薇
）
１
ち
な
み
に
、
李
衛
の
第

　
　

一
回
目
の
採
買
米
穀
約
十
萬
石
は
、
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
二
月
初

　
　

五
日
ま
で
の
二
十
日
間
で
、
重
慶
府
の
一
力
處
で
買
足
さ
れ
て
い
‰

　
　

―
の
こ
と
と
て
商
販
が
雲
集
し
た
た
め
で
あ
る
。
罷
州
・
保
寧
の

　
　

二
府
な
ど
の
場
合
は
、
産
米
の
あ
る
地
方
か
み
な
噂
を
聞
い
て
利
盆

　
　

を
追
い
、
装
し
て
重
慶
に
や
っ
て
き
て
就
頁
し
た
た
め
、
も
と
か
ら

　
　

米
を
産
し
な
い
地
方
な
の
で
、
米
を
得
る
に
従
し
な
く
な
っ
た
結
果

　
　

に
外
な
ら
な
い
と
い
う
。
管
布
政
使
は
さ
ら
に
言
葉
を
績
け
て
こ
う

　
　

言
っ
て
い
る
。
浙
江
省
か
ら
官
員
に
委
任
し
て
論
旨
の
と
お
り
に
買

　
　

い
上
げ
る
は
ず
の
二
萬
石
も
、
湖
廣
省
が
銀
三
萬
雨
で
で
き
る
だ
け

　
　

買
い
入
れ
た
い
と
い
う
米
も
、
市
價
か
騰
貴
し
た
た
め
今
だ
に
買
い

　
　

取
り
が
臍
ん
で
い
な
い
と
。
浙
江
省
等
の
探
買
で
直
接
米
價
が
釣
り

　
　

上
げ
ら
れ
た
の
で
ぽ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
四
川
省
の
米
穀

　
　

事
情
を
窮
地
に
追
い
こ
む
、
重
要
な
素
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は

否
み
よ
う
が
あ
る
ま
い
。

　

雍
正
五
年
末
の
四
川
省
の
辺
疆
は
幸
い
一
時
的
で
す
み
、
六
年
に

は
浙
江
省
か
ら
の
第
三
回
目
の
探
買
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
四
川
省

の
食
糧
事
情
は
か
い
お
い
深
刻
の
度
を
加
え
る
。
と
く
に
六
・
七
年
、

西
蔵
に
對
す
る
進
兵
、
雲
南
省
の
無
燈
・
米
貼
締
氏
に
對
す
る
征
討

が
始
ま
る
。
軍
需
の
糧
株
が
四
川
省
に
屯
負
複
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
来
る
と
、
い
よ
い
よ
急
迫
の
兆
候
を
現
わ
し
て
き
た
。
同
じ

こ
ろ
田
地
の
清
丈
が
行
わ
れ
て
、
隠
田
・
匿
糧
を
す
る
蝕
地
が
著
し

く
少
な
く
な
っ
た
事
も
大
分
ひ
び
い
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
い

に
雍
正
九
年
に
い
た
っ
て
四
川
巡
撫
の
憲
徳
は
、
川
省
の
米
價
が
す

こ
ぶ
る
昂
ま
り
、
ま
た
各
路
で
軍
精
を
礁
辨
す
る
た
め
米
を
需
め
る

こ
と
が
甚
だ
殷
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
事
を
理
由
に
し
て
、
暫
時
の
お

い
た
、
商
販
ら
の
湖
廣
省
―
要
す
る
に
漢
口
地
方
に
往
く
の
を
禁

止
さ
れ
た
い
こ
と
を
奏
請
し
て
裁
可
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
心
。

　

し
か
も
こ
の
度
の
辺
疆
は
、
そ
の
「
暫
時
」
が
す
る
す
る
に
な
っ

て
丸
一
年
以
上
も
績
い
た
。
疆
辺
と
は
い
え
、
憲
徳
自
身
の
後
か
ら

の
滸
明
に
よ
る
と
、
大
破
の
夥
販
、
つ
ま
り
大
資
本
を
擁
す
る
米
商

連
の
商
行
焉
と
漏
税
不
法
の
徒
を
禁
じ
た
だ
け
の
話
で
、
雲
南
・
湖

廣
の
二
省
か
ら
採
買
の
官
員
が
爽
た
と
き
に
は
、
各
地
方
官
に
手
配
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し
て
心
お
き
な
く
操
買
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
し
、
米
石
を
販
運
す
る

　
　

小
商
人
に
も
元
ど
お
り
往
来
を
許
し
て
い
た
の
だ
と
も
い
知
。
だ
か

　
　

そ
の
程
度
の
辺
疆
を
も
っ
て
し
て
す
ら
、
こ
ん
と
は
再
蒋
し
て
も
う

　
　

一
度
、
江
浙
地
方
へ
の
米
穀
の
供
給
者
と
し
て
の
湖
廣
省
が
、
少
な

　
　

く
と
も
四
川
省
と
い
う
バ
ニ

　
　

い
か
に
頼
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
う
こ
と
へ
の
恰
好
の
澄
明

　
　

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
赴
會
科
學
の
場
合
は
、
自
然
科
學
の
そ

　
　

れ
と
は
違
っ
て
、
も
し
何
々
が
無
か
つ
た
な
ら
ぼ
と
い
う
、
そ
の
否

　
　

定
的
な
環
境
條
件
を
、
人
馬
的
に
作
り
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

　
　

能
で
あ
る
。
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
今
の

　
　

辺
疆
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
非
常
に
困
難
な
條
件
を
人
馬
的

　
　

に
作
り
出
し
て
く
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
こ
れ

　
　

を
、
自
然
科
學
上
に
お
け
る
貴
重
な
蜜
験
デ
ー
タ
に
も
比
較
す
る
こ

　
　

と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

そ
の
賓
験
デ
ー
タ
を
今
日
に
傅
え
る
こ
と
の
最
も
詳
し
い
も
の
の

　
　

一
つ
は
、
営
時
湖
廣
總
督
の
任
に
あ
っ
た
邁
柱
の
奏
摺
で
あ
る
。
ま

　
　

す
十
年
二
月
の
奏
摺
で
は
、
湖
廣
省
で
は
、
北
南
と
も
に
連
年
豊

　
　

作
で
米
糧
の
價
格
は
平
営
で
あ
る
。
た
だ
鄭
省
へ
の
搬
運
が
甚
だ
多

5
4
9

　

い
か
、
こ
れ
は
富
商
・
大
戸
・
牟
利
の
徒
が
任
意
に
私
販
し
て
廣
く

囮
積
を
す
る
た
め
で
、
こ
の
結
果
、
毎
年
三
・
四
月
の
間
に
は
、
湖

廣
で
は
販
出
多
き
か
た
め
に
價
格
が
上
り
、
郊
省
で
は
囮
積
の
た
め

に
更
ら
に
値
ご
ろ
が
昂
ま
る
。
…
…
と
い
っ
て
彼
は
、
漢
口
地
方
へ

く
る
外
販
の
米
船
の
盛
況
を
述
べ
る
（
前
文
一
八
一
頁
）
。
…
…
目
下
湖

廣
省
で
は
米
價
が
漸
騰
の
気
配
を
み
せ
て
い
る
が
、
も
し
端
境
期
に

で
も
な
る
と
、
暴
騰
を
来
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
必
定
だ
と
い
っ
て
、

不
吉
な
慄
想
を
下
し
て
い
る
。
営
時
湖
廣
省
で
は
、
常
千
倉
儲
を
充

賞
さ
せ
る
た
め
に
、
貢
生
・
監
生
の
資
格
を
代
償
と
し
て
米
穀
を

（
こ
の
場
合
は
）
現
物
で
納
め
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
損
貢
監
事
例
が
進
行

中
で
あ
っ
た
。
他
省
と
同
様
不
成
績
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
こ

れ
は
米
價
に
と
っ
て
は
上
げ
材
料
の
一
つ
で
あ
る
。
十
年
秋
の
豊
収

で
一
息
っ
い
た
ら
し
い
邁
柱
も
、
同
年
參
十
二
月
に
は
、
ま
た
次
の

端
境
期
の
こ
と
を
案
じ
な
が
ら
こ
う
言
っ
て
い
る
。

　
　

北
南
男
湖
は
連
年
豊
熟
、
本
年
収
穫
の
時
に
は
米
價
は
な
は
だ

　
　

平
に
し
て
、
毎
石
七
銭
上
下
な
り
き
。
目
今

　

日
に
漸
く
増
加

　
　

し
て
毎
石
一
雨
内
外
な
り
。
…
…
四
川
の
米
穀
は
販
出
を
禁
じ

　
　

て
湖
廣
に
到
る
を
得
ず
。
江
浙
等
の
省
に
搬
運
す
る
こ
と
甚
だ

　
　

多
ぐ
、
ま
た
采
ね
て
本
省
の
（
貢
監
生
の
）
損
を
収
む
る
に
、
本

　
　

色
の
穀
石
を
も
っ
て
上
倉
せ
し
む
る
に
恥
る
な
‰
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果
然
、
四
川
省
の
退
縮
屯
庖
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
場
合
の
邁
柱
自
身
は
、
四
川
省
に
な
ら
っ
て
湖
面
米
を
退
個

　
　

す
る
、
そ
の
輸
出
を
禁
止
す
る
と
い
う
権
道
を
で
き
る
だ
け
避
け
、

　
　

梢
納
事
例
を
翌
年
の
出
来
秋
ま
で
暫
停
す
る
こ
と
で
こ
の
急
場
を
切

　
　

り
抜
け
る
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
事
が
済
ま
な
か

　
　

っ
た
。
同
じ
こ
ろ
湖
南
巡
撫
で
あ
っ
た
趙
弘
恩
は
、
そ
の
十
二
月
の
、

　
　

日
附
け
で
い
え
ば
十
徴
日
屯
早
く
に
、
今
歳
、
湖
南
省
の
各
謳
は

　
　

と
も
に
収
成
が
あ
り
、
米
價
が
非
常
に
平
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

　
　

江
蘇
へ
米
穀
を
商
販
す
る
も
の
が
多
す
ぎ
た
た
め
（
さ
す
か
米
ど
こ

　
　

ろ
の
中
心
地
で
あ
る
）
長
沙
で
も
、
米
價
が
に
わ
か
に
昇
っ
て
九
銭
か

　
　

ら
一
雨
不
等
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
自
分
は
掲
示
を
出
す
と
と
も
に
、

　
　

督
臣
（
邁
柱
）
と
湖
北
巡
撫
（
王
士
俊
）
と
に
右
商
し
て
、
暫
ら
く
江
蘇
販

　
　

運
の
役
を
止
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
米
價
は
ま
た
漸
く
減
じ
て

　
　

き
た
。
同
時
に
江
蘇
巡
撫
（
喬
世
臣
）
の
方
に
も
右
文
を
出
し
、
も
し

　
　

米
穀
を
需
め
て
官
員
を
湖
廣
省
に
派
遣
す
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
営
方

　
　

に
あ
る
官
倉
の
米
穀
を
支
出
し
て
倍
済
し
よ
う
と
言
っ
て
や
っ
た
と

　
　

遮
べ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
明
ら
か
に
退
紹
に
踏
み
切
っ
て
い
た
わ
け

　
　

で
あ
る
。
遇
縮
に
よ
っ
て
米
價
か
少
し
下
る
と
、
趙
弘
恩
は
、
百
石

　
　

以
内
の
小
口
も
の
は
販
運
を
許
す
と
と
も
に
、
督
臣
を
経
て
通
筋
し
、

桐
監
の
穀
石
を
停
収
し
た
と
い
知
。
い
く
ら
か
邁
柱
の
報
告
と
食
い

違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
れ
ら
に
依
っ
て
も
我
々
は
、

四
川
辺
疆
の
湖
廣
省
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
只
な
ら
ぬ
も
の
の
あ
っ
た

事
宵
Ｔ
Ｉ
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
湖
廣
省
の
米
穀
供
給
地
と
し
て

の
、
底
の
浅
さ
（
浅
い
と
か
深
い
と
か
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
、
各

省
分
の
経
冽
力
・
購
買
力
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
多
少
と
も
愛
っ
て
く

る
相
對
的
な
も
の
だ
が
）
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

四
川
辺
疆
の
よ
り
直
接
的
な
ｉ
直
接
で
は
な
い
ま
で
も
、
よ
り

深
刻
な
被
害
者
は
江
蘇
・
浙
江
雨
省
、
お
よ
び
江
蘇
を
仲
撒
地
と
し

て
長
江
貿
易
ル
ー
ト
を
頼
り
に
し
て
い
た
偏
建
省
な
ど
で
あ
っ
た
。

雍
正
帝
と
し
て
も
こ
れ
ら
の
諸
省
の
米
價
高
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
一
方
で
は
漕
米
の
截
留
―
北
方
に
鐙
る
べ
き
漕
運
米

穀
を
途
中
で
振
り
か
え
留
用
す
る
こ
と
で
事
態
の
緩
和
を
圓
り
な
が

ら
も
、
他
方
で
は
、
四
川
辺
耀
に
對
し
て
禁
止
の
断
を
下
さ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
十
一
年
正
月
五
日
の
上
論
に
い
う
、

　
　

四
川
省
は
産
米
の
郷
に
し
て
、
歴
末

　

商
夏
の
販
運
し
、
長
江

　
　

よ
り
下
っ
て
以
っ
て
郊
省
の
用
を
済
う
を
聴
せ
り
。
雍
正
九
年

　
　

巡
撫
憲
徳
…
…
奏
し
て
暫
ら
く
商
販
の
湖
廣
省
に
赴
く
を
禁
せ

　
　

ん
こ
と
を
請
え
る
も
、
こ
れ
一
時
槽
宜
の
計
に
過
ぎ
ざ
り
し
の
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み
。
雍
正
十
年
、
四
川
省
の
収
底
豊
稔
、
米
價
平
減
な
る
に
至

　
　

っ
て
は
、
憲
徳
た
る
も
の
、
た
だ
ち
に
営
に
禁
を
開
か
ん
こ
と

　
　

を
奏
請
す
べ
か
り
し
な
り
。
し
か
る
に
今
に
至
っ
て
な
お
ま
た

　
　

前
に
照
ら
し
て
禁
逞
し
、
も
っ
て
米
穀
の
流
通
す
る
能
わ
す
、

　
　

湖
廣
省
は
四
川
米
の
盆
を
得
ざ
る
を
致
せ
り
。
こ
れ
憲
徳
は
、

　
　

た
だ
己
あ
る
を
知
っ
て
人
あ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
い
わ

　
　

ん
や
目
今
、
江
蘇
・
浙
江
に
は
、
米
を
需
む
る
の
州
蒜
の
湖
廣

　
　

省
に
臍
い
を
望
む
も
の
あ
り
、
し
か
も
該
撫
（
憲
徳
）
四
川
米
を

　
　

し
て
湖
廣
に
赴
か
ざ
ら
し
む
れ
ぼ
、
鄙
省
（
江
蘇
・
浙
江
）
は
何

　
　

の
資
籍
す
る
と
こ
る
ぞ
。
印
ち
に
憲
徳
に
傅
論
し
て
速
か
に
米

　
　

禁
を
弛
め
逞
躍
の
戒
を
路
か
こ
と
な
か
ら
し
め
０
　

鶴
の
一
盤
で
四
川
省
の
米
禁
か
弛
む
と
、
そ
れ
に
庖
じ
て
湖
南
省
で

も
禁
令
を
弛
め
、
江
蘇
省
む
け
で
あ
ろ
う
と
湖
北
省
む
け
で
あ
ろ
う

と
に
論
な
く
、
千
・
百
石
内
外
の
も
の
は
築
し
て
販
運
を
許
す
こ
と

に
し
作
。
や
が
て
漢
口
地
方
に
は
四
川
米
が
栖
を
辿
ね
て
く
る
よ
う

に
な
り
、
そ
こ
で
湖
廣
省
の
米
價
も
平
減
し
、
江
蘇
・
浙
江
の
客
商

の
搬
運
す
る
も
の
も
甚
だ
多
く
な
っ
た
。
事
態
は
ほ
ぼ
平
常
に
復
し

た
。
貴
重
な
蜜
験
は
終
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

囲

　

漢
口
と
蘇
州
と
の
間

　

そ
れ
に
し
て
も
、
四
川
省
に
よ
っ
て
バ
ッ
ク
ー
ア
″
プ
さ
れ
た
湖

廣
省
鐙
ま
こ
と
に
天
下
の
大
穀
倉
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
四
川
・

遍
耀
開
禁
後
ご
｀
一
年
の
賞
況
が
最
も
端
的
に
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

前
に
も
、
敷
量
的
に
そ
の
盛
大
な
穀
倉
ぶ
り
を
物
語
る
文
献
が
出
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
た
か
も
四
川
の
遇
領
中
で
あ

る
九
年
参
か
ら
十
年
春
に
か
け
て
の
三
ヵ
月
蝕
に
、
漢
ロ
に
来
る
外

販
の
米
船
が
四
百
節
競
も
あ
っ
た
と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
一
〈
一
頁
）
。

営
時
漕
船
は
大
艦
六
百
石
か
ら
八
百
石
積
み
で
あ
っ
た
。
商
船
の
場

合
も
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
、
平
均
七
百
石
と
す
る
と
、
四
百
除
琥
で

　

一

は
大
陸
三
十
萬
石
程
度
で
あ
る
。
少
な
い
と
は
言
え
ぬ
が
、
し
か
し
、
8
7

そ
の
ま
ま
年
に
見
積
っ
て
も
ヽ
百
敷
十
萬
石
を
出
で
な
い
・
長
江
通

　

一

い
の
商
船
は
倍
量
は
積
ん
だ
と
し
て
も
三
百
萬
石
に
は
足
り
な
い
。

と
こ
ろ
が
十
二
年
五
月
、
邁
柱
は
報
告
し
て
、
江
蘇
・
浙
江
雨
省
か

ら
の
官
領
と
商
販
と
で
四
百
蝕
萬
石
の
多
き
を
搬
運
し
た
が
、
二
１
　

が
登
場
し
た
の
で
米
價
は
不
減
だ
と
言
い
、
つ
い
で
七
月
に
は
、
江
浙

の
商
販
は
す
で
に
米
五
百
萬
除
石
を
運
ん
だ
け
れ
ど
も
、
目
下
の
と

こ
ろ
湖
廣
省
の
米
價
は
な
お
均
千
な
方
だ
、
と
除
裕
の
あ
る
と
こ
ろ

を
示
し
て
い
る
。
年
間
で
は
一
位
ど
の
く
ら
い
を
搬
出
し
た
と
言
う

の
で
あ
ろ
う
臨
一
。
大
量
の
米
穀
の
搬
運
は
営
然
、
江
浙
溺
省
の
食
糧
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事
情
を
緩
和
し
た
。
四
川
の
解
禁
直
後
の
十
一
年
四
月
に
、
江
蘇
巡

　
　

撫
の
喬
世
臣
が
、
目
下
客
米
の
毎
日
蘇
州
へ
の
門
戸
滸
緊
開
を
過
ぎ

　
　

る
も
の
が
非
常
に
多
い
と
か
、
蘇
州
・
松
江
等
の
府
で
は
、
民
間
常

　
　

食
の
贈
粳
・
楚
執
等
の
類
が
、
春
は
毎
石
一
雨
四
五
銭
不
等
で
あ
っ

　
　

た
が
、
今
は
か
え
っ
て
一
雨
三
四
銭
に
過
ぎ
な
い
と
か
言
っ
て
い
る

　
　

の
か
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　

年
半
ば
で
四
五
百
萬
石
も
の
米
－
穀
で
は
な
い
米
が
長
江
を
下
る
。

　
　

こ
れ
が
年
々
の
過
擢
期
以
外
の
常
態
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
少
し
く

　
　

疑
わ
し
い
。
あ
る
い
は
こ
の
年
（
雍
正
十
二
年
）
の
特
異
な
現
象
で
あ

　
　

っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
、
廣
西
一
省
だ
け
の
廣
東
省
へ
の
移

　
　

出
米
が
時
に
年
間
こ
一
百
萬
石
に
遮
し
て
い
た
事
賓
（
一
九
三
頁
）
か

　
　

ら
考
え
る
と
、
そ
れ
が
常
態
だ
っ
た
と
い
う
事
屯
全
然
あ
り
得
な
か

　
　

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
四
川
・
湖
廣
則
省
分
の
ほ

　
　

か
江
西
省
の
分
ま
で
加
え
る
と
、
常
時
、
年
平
均
五
百
萬
石
内
外
は

　
　

お
ろ
か
、
七
八
百
萬
石
、
い
な
、
千
萬
石
以
上
も
の
米
が
東
南
匝
域

　
　

に
動
い
て
い
た
事
は
ほ
と
ん
ど
明
瞭
で
あ
る
。
四
川
・
湖
廣
（
お
よ
び

　
　

江
西
）
の
諸
省
は
や
は
り
偉
大
な
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
偉
大
な
穀
倉
地
帯
か
ら
の
米
穀
の
供
給
を
受
け
て
、
湖
北
省

　
　

の
漢
口
鍛
が
長
江
上
流
地
匝
・
で
演
じ
た
よ
う
な
役
割
り
ｉ
大
集
散

者
、
し
た
が
っ
て
、
最
も
割
り
の
よ
い
、
中
間
搾
取
者
と
し
て
の
役

割
り
を
長
江
下
流
地
匝
で
演
じ
た
も
の
は
蘇
州
で
あ
っ
た
。
蘇
州
の

米
行
・
牙
行
の
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
前
に
出
て
き
た
、

湖
廣
・
江
西
・
安
慶
（
安
徽
）
等
の
處
の
米
船
を
し
て
直
ぐ
に
蘇
州
に

行
か
せ
よ
と
い
う
雍
正
帝
の
言
葉
（
一
七
八
頁
、
雍
正
元
年
）
、
客
米
の
毎

日
滸
梁
間
を
過
ぎ
る
も
の
、
つ
ま
り
蘇
州
に
向
か
う
も
の
が
非
常
に

多
い
と
い
う
喬
世
臣
の
報
告
（
上
段
、
十
一
年
）
な
と
が
皆
そ
の
謐
篠
で

あ
る
。
江
南
は
本
地
の
産
す
る
と
こ
ろ
が
既
に
饒
か
な
の
に
、
湖
廣

の
米
の
日
々
蘇
州
に
く
る
も
の
も
叡
え
き
れ
な
い
と
い
う
毛
文
範
の

報
告
や
、
後
出
の
高
其
悼
の
言
葉
（
次
頁
）
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
何

よ
り
の
明
澄
で
あ
ろ
う
。
蘇
州
に
お
け
る
天
下
の
「
堂
島
」
は
、

南
京
聚
賓
門
（
中
華
門
）
外
の
雨
湖
両
頭
財
１
　
廟
内
の
碑
文
に
、
嘉
慶

十
九
年
（
一
八
一
四
）
三
楚
會
館
の
董
事
ら
が
、
湖
廣
米
の
輿
渡
し
規
定

を
蘇
省
楓
鎖
の
例
に
照
ら
し
て
改
定
し
、
こ
れ
を
南
門
外
河
下
の
米

行
・
牙
行
・
商
買
諸
色
人
ら
に
告
示
し
て
そ
の
這
守
か
た
を
求
め
た
、

と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
楓
鎖
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
に
巣
食
う
商
人

た
ち
に
と
っ
て
は
儲
け
が
總
て
で
あ
っ
た
。
儲
け
の
た
め
に
は
何
一

つ
と
し
て
や
っ
て
や
れ
な
い
事
は
な
い
（
一
九
一
頁
參
照
）
。
「
秀
行
」

と
栢
す
る
米
價
の
釣
り
上
げ
な
ど
は
、
そ
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
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ろ
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
風
が
吹
け
ば
旱
兆
だ
と
い
い
、
雨
が
降

　
　

れ
ば
水
徴
だ
と
デ
マ
を
飛
ば
す
。
一
日
中
に
ぐ
ん
ぐ
ん
値
が
上
る
。

　
　

一
度
値
が
上
る
と
、
と
の
店
も
そ
ヴ
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
脅
行

　
　

で
あ
っ
た
｛
、
江
寧
（
南
京
）
省
城
に
つ
い
て
、
米
糧
雑
貨
の
行
販
人
ら

　
　

が
動
も
す
る
と
直
ち
に
収
費
斂
銭
、
草
を
傅
え
て
斉
行
し
、
市
價
を

　
　

高
値
さ
せ
た
と
傅
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
蘇
州
に
お
い
て
も
同
様
で

　
　

あ
っ
た
と
み
て
良
い
。
規
模
は
む
し
ろ
蘇
州
で
の
方
が
大
き
か
っ
た

　
　

で
あ
ろ
う
。
私
は
か
つ
て
典
舗
の
商
業
銀
行
化
、
す
な
わ
ち
商
品
と

　
　

し
て
の
絲
や
米
の
典
質
が
、
浙
江
省
乃
至
は
そ
れ
に
近
い
江
蘇
省
南

　
　

部
で
は
乾
隆
以
前
か
ら
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
指
摘

　
　

し
て
お
い
た
。
ま
だ
後
年
の
よ
う
な
本
格
的
な
空
盤
、
い
わ
ゆ
る
買

　
　

空
真
空
の
空
相
場
は
立
た
な
か
っ
た
か
奄
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
相
営

　
　

投
機
に
ち
か
い
。
し
か
も
米
で
の
投
機
相
場
の
最
大
の
中
心
地
は
、

　
　

恐
ら
く
こ
の
蘇
州
楓
鎖
、
す
な
わ
ち
楓
橋
銀
（
市
）
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
　

れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

㈲
蘇
州
と
浙
閔
と
の
間

　
　
　

蘇
州
に
集
荷
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
川
米
・
江
楚
米
は
、
そ
の
一
部
は

　
　

も
ち
ろ
ん
そ
の
地
の
人
々
、
廣
く
は
江
蘇
省
の
人
々
の
消
費
に
あ
て

5
5

　

ら
れ
た
。
楚
拙
米
な
ど
と
い
わ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
一
六
七
頁
）
。

し
か
し
そ
の
大
部
分
は
、
さ
ら
に
他
の
諸
方
面
に
廻
逡
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
浙
江
省
方
面
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
あ
の
、
蘇
州
の
米
船
は
、
直
ぐ
に
浙
江
省
に
行
か
せ
て
阻
挑
し
て

は
い
け
な
い
と
言
う
、
雍
正
帝
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
さ
え
も
ら
え

ば
、
他
に
格
別
立
ち
入
っ
た
説
明
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
第
二
は
、
幅
建
省
方
面
で
あ
っ
た
。
幅
建
客
商
の
省
外
に
出
て
貿

易
す
る
も
の
は
、
各
省
に
馬
頭
を
奄
っ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
、
モ

の
う
ち
で
も
、
蘇
州
の
南
濠
一
帯
は
（
眉
建
）
客
商
の
聚
集
す
る
も
の

が
尤
・
も
多
く
、
し
か
も
、
昔
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。
南
濠
は
楓
綴
の
近
く
で
あ
る
。
結
局
そ
の
事
賞
は
、
蘇
州
が
昔

か
ら
、
米
穀
そ
の
他
の
大
集
散
地
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
一
つ
の
例
臆

に
外
な
ら
な
い
。
さ
て
蘇
州
の
米
を
乍
浦
か
ら
海
運
す
る
場
合
、
北

か
ら
吹
く
季
節
風
を
利
用
す
れ
ば
、
簡
単
に
幅
建
省
に
っ
け
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
伸
、
雍
正
四
年
、
扁
建
省
の
食
糧
危
機
の
對
策
に

腐
心
し
て
い
た
浙
閔
總
督
・
高
其
悼
の
ご
と
き
も
、
も
し
江
西
の
穀

を
大
船
に
積
み
こ
み
、
長
江
を
利
し
て
鍋
江
に
く
る
、
（
運
河
に
よ

っ
て
）
ま
た
蘇
州
一
帯
に
い
た
り
、
（
さ
ら
に
）
海
船
を
も
っ
て
偏
建

の
幅
・
興
・
泉
・
潭
四
府
に
い
く
分
に
は
、
秋
間
北
風
の
起
る
と
き

な
ら
半
月
で
到
着
で
き
る
と
計
算
し
て
い
作
。
事
責
、
そ
の
年
の
翌
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五
年
に
は
、
（
こ
の
場
合
は
か
な
り
遅
目
の
よ
う
だ
が
）
春
か
ら
夏
に
か
け

　
　

て
、
官
員
を
前
後
二
度
、
編
建
省
か
ら
蘇
州
に
派
遣
し
て
米
一
萬
一

　
　

干
除
石
と
娶
九
千
石
を
買
わ
せ
、
ま
た
そ
の
間
商
販
た
ち
が
六
度
も

　
　

蘇
州
に
爽
て
、
二
萬
節
石
の
米
ｉ
米
の
場
合
は
と
も
に
、
い
わ
ゆ

　
　

る
「
江
西
・
湖
廣
よ
り
末
蘇
の
米
」
を
仕
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

重
慶
１
漢
口
１
蘇
州
を
結
ぶ
米
穀
移
動
の
長
江
ル
ー
ト
は
、
こ

　
　

こ
に
至
っ
て
、
波
濤
を
し
の
ぎ
な
が
ら
南
シ
ナ
に
ま
で
延
長
さ
れ
る

　
　

事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
北
風
の
吹
く
間
だ
け
の
こ
と
。

　
　

南
風
の
時
に
値
う
と
頴
建
省
は
、
陸
路
、
江
西
省
に
す
が
り
っ
く
以

　
　

外
に
ほ
と
ん
ど
手
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

頴
建
省
方
面
を
第
二
と
す
る
と
、
さ
ら
に
第
三
・
第
四
の
川
米
・

　
　

江
楚
米
の
廻
逡
先
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
。
第
三
は
北
シ
ナ
諸

　
　

省
へ
の
仕
向
け
で
あ
る
。
『
雍
正
大
清
會
典
』
倦
四
十
、
戸
部
十
八
、

　
　

漕
運
一
、
紅
白
兼
収
の
項
を
み
る
と
、
順
治
か
ら
雍
正
に
か
け
て
、
江

　
　

南
各
地
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
漕
米
の
米
質
は
、
原
則
と
し
て
は
紅
米

　
　

で
あ
っ
た
。
天
災
な
ど
で
紅
米
が
足
ら
ね
ば
紅
白
米
の
兼
収
を
許
し
、

　
　

さ
ら
に
足
ら
ね
ば
礼
米
・
粳
米
の
湊
兌
を
許
し
て
い
る
。
問
題
は
そ

　
　

の
和
米
だ
が
、
康
煕
九
年
九
月
の
戸
部
の
議
覆
の
一
節
に
は
、
そ
の

　
　

こ
と
に
闘
辿
し
て
、
南
米
漕
糧
に
も
し
「
本
地
の
米
」
が
足
ら
な
け

れ
ば
「
怖
米
」
を
以
っ
て
兌
抵
す
る
が
よ
い
と
あ
如
、
同
じ
く
十
一

年
十
一
月
の
戸
部
の
議
覆
の
一
節
に
は
、
浙
江
巡
撫
が
、
被
災
の
各

州
蒜
の
感
徴
の
米
石
は
、
す
で
に
常
年
の
米
色
ど
お
り
に
全
部
を
納

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
江
楚
の
仙
米
」
を
以
っ
て
交
兌
せ
し
め
ら
れ

た
い
と
請
う
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
米
色
を
分
か
た
す
、
仙
米
で

兌
運
す
る
こ
と
を
准
し
て
よ
い
は
す
だ
と
あ
心
。
果
然
、
拙
米
と
は

本
地
の
産
で
な
い
江
西
・
湖
廣
か
ら
の
楡
入
米
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

悪
く
勘
ぐ
る
な
ら
、
喩
入
米
の
か
な
り
大
き
な
部
分
が
、
初
め
か
ら

漕
米
へ
の
す
り
愛
え
用
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
屯
な
い
。
良
質

　

一

の
江
蘇
米
を
少
し
で
も
多
く
地
許
の
消
費
に
残
そ
う
が
た
め
で
あ
び
・
1
9
0

た
と
え
そ
う
ま
で
勘
ぐ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
土
宜
と
し

　

一

て
許
さ
れ
て
い
た
毎
船
百
石
以
上
の
船
員
持
參
米
の
う
ち
に
は
少
な

か
ら
ぬ
江
楚
米
（
ま
た
川
米
）
が
含
ま
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
北
シ
ナ

の
各
地
に
撒
布
さ
れ
た
と
見
て
も
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
ま
で
は
ま
だ
し
も
合
法
的
な
回
鐙
先
で
あ
っ
た
か
、
第
四
は

明
ら
か
に
非
合
法
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
雍
正
四
年
、
禧
建
省
の
食
糧

危
機
に
際
し
て
清
朝
が
在
来
の
米
穀
出
洋
の
禁
を
弛
め
、
毫
湾
か
ら

内
地
へ
の
楡
入
に
限
っ
て
こ
れ
を
公
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
一
七
二
頁
）
。
し
か
し
そ
の
後
も
清
朝
は
、
中
・



　
　

南
シ
ナ
の
そ
の
他
の
方
面
に
つ
い
て
は
巌
重
に
米
禁
を
働
行
し
た
。

　
　

海
島
・
海
洋
を
舞
毫
と
す
る
反
清
運
動
者
・
海
賊
な
ど
へ
の
接
済
を

　
　

恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
需
要
口
こ
そ
、
蘇
州
楓
鏝
等
の

　
　

處
の
姦
牙
た
ち
、
と
く
に
米
價
安
の
場
合
の
彼
ら
の
願
っ
て
も
な
い

　
　

抜
け
穴
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
合
、
彼
ら
は
大
謄
に
も
監
硯
の
目

　
　

を
く
ぐ
っ
て
米
糧
を
持
ち
出
し
、
こ
れ
を
海
洋
で
責
り
さ
ば
い
た
。

　
　

そ
の
た
め
蘇
郡
沿
海
の
州
蒜
で
は
民
食
が
っ
ね
に
鋏
少
の
か
そ
れ
あ

　
　

り
、
内
地
の
各
属
で
さ
え
、
た
め
に
米
價
が
高
騰
し
た
と
い
う
か
卵
、

　
　

量
的
に
も
相
営
な
持
ち
出
し
で
あ
っ
た
の
で
奎
ろ
う
。
前
年
秋
の
豊

　
　

年
を
受
け
た
雍
正
十
三
年
正
月
に
も
、
江
南
總
督
の
趙
弘
恩
は
、
米

　
　

糧
が
影
す
ぎ
る
た
め
に
、
姦
商
・
地
梶
・
牙
行
ら
が
動
も
す
れ
ば
、

　
　
　

「
故
智
」
を
萌
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
米
糧
聚
集
の
地
に
つ
い
て
巌
重

　
　

な
警
戒
態
勢
を
固
め
て
い
心
。
こ
れ
ま
た
そ
の
出
洋
販
頁
の
規
模
の

　
　

大
き
さ
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　

海
運
を
通
し
て
長
江
米
穀
ル
ー
ト
に
連
な
る
幅
建
省
は
、
繰
り
返

　
　

え
す
ま
で
も
な
く
Ｆ
一
Ａ
数
値
の
最
低
の
省
分
で
あ
っ
た
。
條
件
に

　
　

恵
ま
れ
た
場
合
は
、
二
１
　
・
番
薯
の
収
穫
を
か
り
て
は
ほ
と
ん
ど
自

　
　

足
に
近
い
状
態
に
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
江
浙
の
風
潮
害
の
あ
と

5
5
5

　

を
受
け
た
雍
正
元
二
年
の
間
に
は
、
浙
江
省
の
寧
波
・
象
山
・
定

海
・
台
州
・
温
州
お
よ
び
紹
興
等
の
諸
府
に
何
度
か
に
分
け
て
救
援

米
を
遼
っ
て
い
細
。
ま
た
廣
東
省
が
気
候
不
順
で
播
い
た
穀
種
が
翌

芽
せ
す
、
潮
州
府
属
や
南
淡
地
方
で
は
米
價
が
毎
石
こ
雨
八
九
銭
か

ら
三
雨
不
等
に
も
な
如
、
そ
の
年
も
亦
た
不
作
で
、
翌
年
に
は
つ
い

に
、
（
デ
’
で
あ
ろ
う
が
）
五
雨
有
能
に
も
な
っ
た
と
傅
聞
さ
れ
た
雍
正

四
・
五
年
の
間
に
は
、
か
え
っ
て
幅
建
省
の
泉
州
・
潭
州
・
厦
門
な

ど
に
向
け
て
潮
州
商
人
の
買
い
出
し
船
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
福
建
省
は
や
は
り
米
穀
需
要
者
的
な
性

格
の
っ
よ
い
省
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
供
給
者
は
、
主
と
し
て
は
前
述

の
と
お
り
江
蘇
省
で
あ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
江
西
省
で
あ
っ
た
。
雍
正

四
年
夏
の
ご
と
き
、
江
西
省
の
韻
州
府
地
方
―
幅
建
・
廣
東
爾
省

に
界
迪
す
る
こ
の
地
方
で
は
、
幅
建
省
汀
州
府
の
飢
民
が
永
定
脈
で

穀
船
や
行
戸
の
糧
食
を
捻
奪
し
た
と
い
う
噂
は
傅
わ
っ
て
く
る
。
外

省
民
の
米
の
買
い
出
し
が
多
く
て
、
價
格
が
毎
石
一
雨
四
五
銭
に
も

釣
り
上
る
と
い
う
有
様
。
江
西
省
民
は
こ
れ
に
恐
れ
を
な
し
、
つ
い
に

米
穀
の
買
い
入
れ
と
モ
の
省
外
搬
出
を
妨
害
す
る
の
皐
に
出
た
。
こ

の
湿
擢
行
篤
は
、
直
ち
に
雍
正
帝
に
差
し
止
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
福

建
・
廣
東
二
省
の
商
販
の
績
州
・
吉
安
・
建
昌
等
の
三
府
に
赴
く
も

の
引
き
も
切
ら
す
、
た
め
に
そ
の
秋
に
も
ま
た
米
價
の
値
上
り
を
宋

― 191
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た
し
、
一
時
は
毎
石
一
雨
一
二
鏡
か
ら
一
雨
三
四
銭
不
等
に
い
た
り

　
　

た
と
い
う
。
江
蘇
・
江
西
雨
省
の
ほ
か
、
ま
れ
に
は
廣
東
省
も
が
幅

　
　

建
省
の
接
済
に
富
っ
た
。
潮
州
に
つ
い
て
、
こ
の
地
の
産
米
を
あ
て

　
　

に
、
毎
年
幅
建
省
の
潭
州
か
ら
告
耀
す
る
も
の
が
あ
る
と
傅
え
ら
れ

　
　

て
居
た
の
か
そ
れ
で
あ
る
（
一
六
五
頁
）
。
作
柄
次
第
で
、
去
年
の
需
要

　
　

者
か
今
年
は
供
給
者
に
、
今
年
の
供
給
者
が
爽
年
は
需
要
者
に
な
る

　
　

か
も
知
れ
な
い
際
ど
い
賞
状
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　

雨
廣
西
と
廣
東
と
の
間

　
　
　

最
後
に
廣
東
省
で
あ
る
が
、
こ
の
省
分
中
と
く
に
省
城
を
含
む
廣

　
　

州
・
恵
州
・
潮
州
お
よ
び
肇
慶
の
四
府
は
、
よ
ほ
ど
の
豊
作
の
年
で

　
　

も
な
い
限
り
、
や
は
り
外
省
か
ら
の
輸
入
米
の
接
済
に
頼
る
こ
と
か

　
　

多
か
っ
た
。
本
省
で
は
産
す
る
と
こ
ろ
の
食
が
民
食
に
足
り
な
い
。

　
　

毎
に
廣
西
・
湖
南
よ
り
の
販
運
を
籍
り
て
接
済
す
る
と
言
わ
れ
て
い

　
　

る
よ
う
に
、
廣
西
・
湖
南
の
二
省
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
中
で
も

　
　

主
役
を
果
た
し
て
い
た
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
西
鄙
り
の
廣
西

　
　

省
で
あ
っ
た
。
西
江
の
水
運
を
利
用
で
き
た
だ
け
に
、
廣
州
省
城
な

　
　

と
に
と
っ
て
は
、
同
じ
廣
東
省
内
の
米
ど
こ
ろ
、
高
州
・
雷
州
・
廉

　
　

州
な
ど
に
海
船
を
仕
立
て
て
出
か
け
る
よ
り
は
盛
か
に
手
軽
で
あ
っ

　
　

た
。
雍
正
四
年
の
こ
と
、
こ
の
年
廣
西
省
で
は
倉
穀
を
買
補
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
商
販
は
そ
の
噂
を
聞
い
て
頁
買
行
に
二
の
足

を
踏
む
。
そ
こ
で
そ
の
春
、
廣
・
恵
・
潮
・
肇
の
四
府
で
は
米
價
が

次
第
に
昂
ま
っ
て
き
た
。
と
く
に
廣
州
省
城
は
、
商
販
が
三
四
日
来

な
け
れ
ば
直
ぐ
に
も
市
價
の
騰
貴
す
る
と
こ
ろ
、
二
月
に
は
西
販
が

末
な
い
の
で
省
城
の
米
價
は
日
に
増
し
て
か
っ
ヤ
三
月
二
十
八
九

等
の
日
に
は
商
船
の
末
方
が
非
常
に
少
な
く
、
米
價
は
に
わ
か
に
上

っ
て
一
雨
八
九
銭
か
ら
二
雨
に
ま
で
な
る
。
人
人
は
巡
撫
が
安
い
官

價
で
強
制
的
に
買
上
げ
て
平
頴
し
よ
う
と
す
る
か
ら
穀
船
が
末
な
い

の
だ
と
い
っ
て
盛
ん
に
騒
ぎ
立
て
る
。
し
か
も
あ
る
程
度
ま
で
米
價

か
高
ま
る
と
、
い
わ
ゆ
る
西
販
の
管
利
意
欲
が
刺
戟
さ
れ
る
。
中
で

も
廣
東
省
に
接
近
し
た
梧
州
府
・
溥
州
府
地
方
に
は
商
販
の
搬
運
が

相
つ
ぎ
、
四
五
月
ご
ろ
に
は
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
地
方
の
米
價
を
釣

り
上
げ
る
に
い
た
っ
た
。
二
こ
二
月
間
に
は
倉
斗
毎
石
七
銭
だ
っ
た

も
の
が
、
今
や
梧
州
で
は
倍
に
は
ね
上
っ
て
、
、
一
雨
四
銭
の
高
値
を

唱
え
る
。
た
ま
り
か
ぬ
た
窮
民
は
、
穀
船
を
瀾
阻
す
る
の
畢
に
で
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
情
勢
は
翌
五
年
に
も
持
ち
越
さ
れ
た
。
去
歳

（
四
年
）
の
収
成
は
軟
薄
と
い
う
詳
で
も
な
か
っ
だ
の
に
、
廣
東
省
の
搬

運
者
が
多
い
た
め
に
米
價
が
騰
貴
し
た
の
で
あ

の
府
で
は
毎
倉
石
一
雨
二
・
三
銭
に
ま
で
上
り

｀

　

る肺

。
溥
州
・
梧
州
等

雍
正
帝
を
し
て
、
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こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
高
値
だ
と
慨
歎
さ
せ
る
い
‰
一
廣
西

省
が
湖
廣
省
に
探
買
の
官
員
を
出
し
た
の
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
っ

沁
（
一
七
九
頁
）
。
さ
ら
に
雍
正
十
年
の
夏
に
も
、
廣
東
省
の
潮
州
・
褐

右
等
の
處
か
ら
爽
西
販
運
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、
江
岸
の
町

町
で
は
穀
價
が
や
や
長
じ
か
け
た
事
が
傅
え
ら
れ
て
い
気

’

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
廣
西
省
の
米
穀
供
給
者
と
し
て
も
っ
底
も
、
決

し
て
深
い
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

底
の
浅
さ
を
以
っ
て
し
て
す
ら
、
廣
西
省
は
、
次
の
よ
う
な
匝
言
を

總
督
・
部
爾
泰
に
さ
せ
る
分
に
は
事
か
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
廣
東
の
一
省
と
も
な
る
と
、
末
業
に
務
め
て
農
作
を
賤
し

む
も
の
が
多
い
。
だ
か
ら
食
を
仰
い
で
販
貰
す
る
も
の
が
衆
く
、

た
と
え
豊
収
で
屯
西
省
（
廣
西
省
）
か
ら
な
聡
す
る
こ
と
な
お
一
二

百
萬
石
を
下
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
、
西
省
の
饒
除
は
寅
に
東
省
の

鋏
乏
を
欝
け
る
た
め
だ
け
の
も
の
だ
加
。
「
た
と
え
豊
収
で
も
」
は

や
や
怪
し
く
、
ま
た
時
に
は
飢
餓
移
出
に
終
っ
た
に
も
せ
よ
、
と

も
か
く
廣
西
省
は
、
年
額
一
二
百
萬
石
も
の
米
を
廣
東
省
に
供
給

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
供
給
省
分
と
し
て
の
貫
緑
で
あ
ろ

営
然
と
い
え
ば

営
然
の
こ
と
だ
が
、
Ｆ
一
Ａ
敷
値
、
七
た
か
っ
て
旦
Ｄ
敷
値
の
高
い

省
分
か
ら
低
い
省
分
に
向
か
っ
て
、
値
ご
ろ
の
あ
る
程
度
ま
で
の
平

均
化
を
求
め
な
が
ら
、
執
よ
う
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
鈴

り
好
い
例
で
は
な
い
が
、
雍
正
四
年
四
月
に
巡
撫
と
し
て
貴
州
に
着

任
し
た
何
世
基
は
、
揚
州
か
ら
起
程
し
て
か
ら
沿
途
で
訪
聞
し
た
米

價
だ
と
し
て
、
江
蘇
省
で
は
毎
石
一
雨
一
二
銭
、
浙
江
省
で
は
一
雨

二
銭
、
江
西
省
で
は
一
雨
、
湖
廣
省
で
は
八
九
銭
不
等
で
、
貴
州
省

で
は
省
城
で
は
毎
石
六
銭
、
各
府
で
は
四
五
六
銭
不
等
で
あ
っ
た
と

傅
え
て
い
‰
。
流
通
圏
外
に
取
り
喪
さ
れ
た
貴
州
省
の
場
合
は
暫
ら
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く
か
き
ヽ
そ
の
他
の
場
合
に
は
ヽ
こ
れ
が
そ
の
＾
あ
る
程
度
ま
で
の

　

一

平
均
化
運
動
の
結
果
を
物
語
っ
て
い
る
。
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

し
か
も
こ
の
平
均
化
は
、
草
に
短
期
的
に
年
々
の
「
流
通
」
を
通
し

て
行
わ
れ
た
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
長
期
的
に
は
Ｆ
｛
Ａ
の
分

敷
構
成
を
愛
え
る
、
と
く
に
そ
の
除
商
の
極
大
の
省
分
で
は
、
「
移

民
」
に
よ
っ
て
そ
の
分
母
敷
値
を
よ
り
大
き
く
す
る
と
い
う
方
向
に

お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
民
國
初
期
に
お
け
る
四
川
省
は
す
で
に
、

漸
く
自
給
し
て
少
量
の
移
出
を
な
し
、
時
に
他
省
の
補
給
を
仰
ぐ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿

い
っ
た
省
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
口
の
耕
地
以
上
に



5
5
8

　

顕
著
な
増
加
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
雍
正
時
代
、

　
　

廣
東
省
か
ら
湖
南
・
四
川
雨
省
、
わ
け
て
毛
後
者
へ
の
移
民
の
う
ち

　
　

に
、
無
業
の
貧
民
の
み
な
ら
す
、
い
わ
ゆ
る
業
戸
―
地
主
も
含
ま
れ

　
　

て
い
た
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
は
、
別
個

　
　

の
問
題
と
し
て
い
ず
れ
章
を
改
め
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

〔
注
〕

一

　

産
―
食
稲
米
区
域
－
―
そ
の
外
と
内
と

　

の
内
山
清
『
貿
易
上
ヨ
リ
見
タ
ル
支
那
風
俗
ノ
研
究
』
大
正
四
年
、
四
二

　

七
～
八
頁
。

　

⑧
農
商
務
省
『
支
那
ノ
米
二
関
ス
ル
調
査
』
大
正
六
年
、
九
頁
。

　

③
野
田
勢
次
郎
『
巾
支
那
及
南
支
那
』
大
正
六
年
、
東
京
地
學
協
會
刊
、

　

三
二
Ｉ
頁
。

　

④
『
殊
批
論
旨
』
（
以
下
『
論
旨
』
と
略
す
。
函
敷
は
殿
板
に
よ
る
。
）
第
十

　

五
画
、
郡
昌
、
雍
正
八
年
十
月
一
日
、
十
年
八
月
一
日
。

　

④
『
雍
正
上
論
』
（
以
下
『
上
論
』
と
略
す
）
、
第
十
六
冊
、
五
年
十
一
月
八

　

④
同
上
、
第
三
画
、
黄
炳
、
元
年
六
月
十
九
日
。

　

⑦
同
上
、
第
六
画
、
法
敏
、
二
年
七
月
十
六
日
。

　

⑧
『
諭
旨
』
第
三
函
、
黄
炳
、
二
年
十
月
一
日
。

　

⑧
た
と
え
ば
同
上
、
第
七
画
、
蔡
境
、
二
十
枚
裏
、
日
附
な
し
、
「
今
河

　

南
小
米
。
截
二
十
萬
石
…
…
」
。

⑩
同
上
、
第
四
函
、
石
文
悼
、
元
年
九
月
二
日
。

⑨
同
上
、
第
十
画
、
田
文
鏡
、
九
年
七
月
六
日
。

⑩
『
七
論
』
第
十
四
珊
、
五
年
五
月
十
七
日
。

⑩
同
上
、
第
四
函
、
而
敏
、
三
年
八
月
二
十
九
日
。

⑨
同
上
、
″

　
　
　

″

　

四
年
十
月
十
日
。

⑩
同
上
、
第
十
八
函
、
尹
鎌
善
、
八
年
十
一
月
二
十
四
日
。

⑩
『
上
論
』
第
二
十
八
冊
、
九
年
三
月
十
三
日
。
ま
た
『
論
旨
』
第
十
一
画

　

部
禰
建
、
十
一
年
五
月
十
日
に
は
、
「
臣
擬
。
於
専
東
省
城
。
設
立
米
局
三

　

處
…
…
其
赴
局
零
買
者
。
用
銀
用
岐
。
聴
隨
民
便
。
但
不
許
買
至
一
斗
以

　

外
…
…
」
と
あ
る
。

⑥
『
論
旨
』
第
二
画
、
陳
時
夏
、
五
年
六
月
四
日
。

⑩
同
上
、
第
十
五
画
、
張
廣
泗
、
七
年
九
月
十
六
日
。

⑩
同
上
、
り

　
　
　
　

々

　
　
　

七
年
八
月
六
日
。

⑩
同
上
、
第
十
二
爾
、
魏
廷
珍
、
五
年
十
一
月
十
九
日
。

◎
同
上
、
第
十
八
画
、
石
麟
十
一
年
七
月
十
一
日
。

⑩
『
安
徽
通
志
』
巻
八
十
五
、
食
貨
志
、
物
産
、
安
慶
府
の
條
。

⑩
『
論
旨
』
第
六
両
、
張
元
懐
、
九
年
七
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、
第
十
八
両
、
石
麟
、
八
年
四
月
八
日
。

⑩
丘
ハ
士
に
ば
か
り
で
は
な
く
、
だ
れ
に
も
倉
米
が
嬢
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

　

つ
い
て
は
、
第
七
節
、
注
⑩
參
照
。

⑩
『
諭
旨
』
第
十
六
画
、
史
胎
直
、
十
一
年
十
一
月
二
日
。

⑩
同
上
、
第
一
画
、
伊
都
立
、
三
年
十
一
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、
第
十
八
両
、
石
麟
、
九
年
十
一
月
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
四
函
、
高
其
倚
、
四
年
六
月
十
九
日
。

⑩
同
上
、
第
十
八
爾
、
尹
鎌
１
　
、
八
年
十
二
月
二
十
四
日
。
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＠
ア
ワ
を
い
わ
ぬ
か
、
あ
る
い
は
稜
か
そ
れ
に
富
る
か
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
七
両
、
邁
柱
、
十
一
年
八
月
二
十
九
日
。

⑩
『
上
論
』
第
十
八
冊
、
六
年
四
月
十
九
日
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
七
函
、
邁
柱
、
十
三
年
閏
四
月
十
三
日
。

⑩
上
掲
⑩
⑩
の
文
献
そ
の
他
。

卿
『
論
－
ご
第
十
七
両
、
邁
柱
、
十
三
年
七
月
十
五
日
、
殊
批
。

図
同
上
、
″

　
　
　

り

　
　

六
年
五
月
二
十
二
日
。

⑩
同
上
、
第
十
二
両
、
魏
廷
珍
、
二
年
閏
四
月
十
九
日
。

⑩
同
上
、
第
二
爾
、
布
蘭
泰
、
四
年
四
月
二
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
画
、
邁
柱
、
八
年
五
月
十
一
日
。

＠
同
上
、
第
二
両
、
裴
律
度
、
元
年
六
月
二
十
日
。

⑩
同
上
、
心

　
　
　

り

　
　
　

四
年
七
月
三
日
。
そ
の
他
、
二
年
六
月
二

　

十
四
日
、
三
年
六
月
二
十
日
。

⑩
同
上
、
第
二
両
、
布
蘭
泰
、
六
年
四
月
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
六
両
、
汪
溢
、
四
年
五
月
二
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
六
爾
、
程
元
章
、
四
十
四
枚
裏
、
日
附
な
し
。

⑩
同
上
、
第
十
画
、
喬
世
臣
、
十
年
閏
五
月
一
日
。

◎
た
と
え
ば
、
同
上
、
第
一
両
、
芭
時
綜
、
六
年
三
月
十
七
日
、
「
於
江
・

　

常
こ
訴
・
松
各
府
濡
地
方
。
歴
見
隨
處
。
婁
苗
悉
皆
長
登
」
。

⑩
同
上
、
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
十
三
年
五
月
八
日
。

⑩
同
上
、
第
十
両
、
喬
世
臣
、
十
一
年
四
月
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
一
画
、
慶
元
、
一
枚
哀
、
日
附
な
し
。

⑨
同
上
、
第
十
五
爾
、
岳
溶
、
十
二
年
八
月
八
日
に
よ
る
。

◎
同
上
、
第
十
二
酌
、
魏
廷
珍
、
五
年
十
一
月
十
九
日
。

　

＠
同
上
、
第
十
七
爾
、
然
玉
麟
、
十
一
年
六
月
二
十
七
日
、
そ
の
他
。

　

＠
同
上
、
り

　
　
　

″

　
　

十
年
閏
五
月
二
十
四
日
。

　

⑩
同
上
、
第
十
七
両
、
高
其
伸
、
四
年
六
月
十
九
日
。

　

⑩
注
＠
に
同
じ
。
ま
た
、
第
十
六
函
、
趙
國
麟
、
十
年
五
月
二
十
五
日
。

　

◎
同
上
、
第
七
両
、
王
士
俊
、
七
年
三
月
三
日
。

　

⑩
同
上
、
ぴ

　
　
　

″

　
　
　

八
年
四
月
十
一
日
。
な
お
、
第
十
六
両
、

　

揚
永
斌
、
十
年
’
五
月
二
十
七
日
、
殊
批
に
は
「
其
（
廣
東
省
）
一
塑
几
之
暴
不

　

宜
禾
稽
者
。
則
令
樹
薦
豆
番
。
亦
可
以
資
食
用
。
至
附
城
陸
地
及
山
麓
偏

　

波
。
雖
不
能
播
種
糧
食
。
肯
可
栽
植
樹
木
。
今
倶
間
棄
」
と
い
う
土
地
利

　

用
法
を
打
ち
だ
し
て
い
る
。

　

⑩
同
上
、
第
五
函
、
沈
廷
正
、
五
年
十
月
三
日
。
ま
た
同
上
、
第
一
両
、

　

孔
酸
殉
、
六
年
九
月
十
一
日
。

　

⑩
同
上
、
第
十
四
両
、
高
其
位
、
四
年
七
月
十
八
日
、
「
閏
人
食
番
不
多
」
。

　

＠
同
上
、
″

　
　
　
　

り

　
　
　

四
年
九
月
二
日
、
「
閔
人
。
雖
亦
食
番
。

　

然
不
甚
嗜
之
」
。

　

＠
同
上
、
第
八
函
、
倚
巌
、
九
枚
裏
、
日
附
な
し
。
三
年
ご
ろ
。

　

⑩
同
上
、
第
十
四
両
、
高
其
伸
、
四
年
六
月
十
九
日
。

　

＠
同
上
、
第
四
両
、
朱
綱
、
六
年
七
月
十
六
日
。

　

＠
同
上
、
第
一
画
、
孔
駿
殉
、
六
年
九
月
十
一
日
。

二

　

産
―
食
米
区
域
内
で
の
米
穀
の
需
給
関
係
（
上
）

　

①
小
竹
文
夫
「
清
代
の
耕
地
開
墾
」
『
近
代
支
那
紐
済
史
研
究
』

　

一
七
一

　

頁
。

　

②
同
上
、
二
三
七
頁
。

　

③
『
論
旨
』
第
十
一
画
、
憲
徳
、
五
年
十
一
月
六
日
。
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④
同
上
、

　

々

　
　
　
　

ｎ
リ

　
　
　

八
年
八
月
六
日
。

③
『
雍
正
大
清
會
典
』
巻
二
十
六
、
戸
部
四
、
田
土
總
数
の
項
。

④
禰
建
布
政
司
の
田
土
面
積
を
『
會
典
』
に
は
三
十
萬
五
千
二
百
七
十
六

　

頃
六
十
四
畝
二
分
零
と
傅
え
、
湖
南
布
政
司
の
そ
れ
と
一
畝
の
違
い
も
な

　

い
。
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
皇
朝
文
献
通
考
』
宿
四
、
田

　

賦
考
四
に
み
え
る
乾
隆
十
八
年
度
の
敷
字
に
よ
っ
た
。
な
お
同
年
の
湖
南

　

省
の
民
田
は
三
十
一
萬
二
千
翰
頃
で
あ
る
。

⑦
農
商
務
省
『
支
那
ノ
米
二
開
ス
ル
調
査
』
五
頁
。

②
『
論
旨
』
第
六
両
、
王
國
棟
、
十
四
枚
裏
、
日
附
な
し
。

⑨
同
上
、
第
十
六
画
、
程
元
章
、
七
十
四
枚
表
、
日
附
な
し
、
十
年
・
十

　

一
年
頃
。

⑩
『
浙
江
通
志
』
宿
七
十
八
、
積
貯
、
巾
。
「
杭
嘉
湖
三
府
。
本
地
又
多
種

　

桑
庭
」
（
李
衛
）
。

⑨
野
田
勢
次
郎
『
巾
支
那
及
南
支
那
』
三
二
五
頁
。
た
だ
し
他
の
文
献
、

　

た
と
え
ば
『
支
那
ノ
米
二
闘
ス
ル
調
査
』
（
六
頁
）
で
は
、
浙
江
、
二
六
〇

　

〇
萬
石
。
江
蘇
、
二
Ｉ
○
○
萬
石
。
安
徽
、
三
四
〇
〇
萬
石
。
江
西
、
三

　

七
〇
〇
萬
石
。
湖
北
、
三
一
〇
〇
萬
石
。
湖
南
、
四
四
〇
〇
萬
石
。
四
川
、

　

三
三
〇
〇
萬
石
。
計
二
三
三
〇
〇
萬
石
と
い
う
よ
う
な
推
定
数
を
示
し
て

　

い
る
。

⑩
『
雍
正
會
典
』
巻
三
十
、
戸
部
八
、
戸
口
總
数
。
『
皇
朝
通
考
』
巻
十
八
、

　

戸
口
考
一
。

⑩
小
竹
文
夫
「
前
代
に
お
け
る
人
口
」
『
近
代
支
那
紺
済
史
研
究
』
二
六
三

　

頁
、
所
引
、
康
煕
上
論
。

回
『
四
川
通
志
』
宿
六
十
四
、
食
貨
、
戸
口
、
乾
隆
元
年
川
省
繊
審
人
口

　

の
條
。

⑩
小
竹
文
夫
、
前
掲
書
、
二
六
五
頁
。

⑩
同
上
、
二
六
四
頁
。

⑥
『
上
論
』
、
第
十
三
舒
、
五
年
二
月
二
十
八
日
、
第
十
五
冊
、
五
年
七
月

　

十
日
。
な
お
、
別
に
「
閏
１
　
小
民
。
只
知
種
植
１
　
木
。
回
取
末
利
。
不
思

　

稼
植
鴛
本
。
種
稲
以
蓄
米
糧
。
著
地
方
大
貝
。
留
心
勤
導
。
欽
此
」
と
い

　

う
も
の
も
同
じ
心
服
か
ら
出
て
い
る
（
『
論
旨
』
第
五
画
、
官
逢
、
五
年
四

　

月
十
二
日
所
引
の
上
論
）
。

⑩
同
上
、
第
十
三
冊
、
五
年
三
月
三
日
。
た
だ
し
二
毛
作
か
よ
り
廣
く
行

　

わ
れ
て
い
た
と
す
る
有
力
な
見
方
も
あ
る
（
加
藤
繁
『
支
那
紺
済
史
考
服
』

　

下
、
と
く
に
「
支
那
に
於
け
る
占
城
稽
栽
培
の
甕
浦
に
就
い
て
」
、
同
上
、

　

六
七
〇
～
三
頁
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
廣
東
省
が
多
毛
作
に
つ
い
て
、
最

　

も
有
利
な
気
候
條
件
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
。

　

な
お
、
明
瞭
に
二
毛
作
が
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
例
に
貴
州
が
あ
る

　

（
『
論
冒
』
第
十
五
雨
、
張
廣
泗
、
七
年
十
一
月
二
十
六
日
）
。

⑩
『
論
旨
』
第
七
函
、
王
士
俊
、
六
年
十
月
八
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
両
、
部
禰
逢
、
九
年
十
月
二
十
三
日
。

⑨
同
上
、
第
一
両
、
孔
肢
均
、
四
年
五
月
二
十
八
日
。

◎
野
田
勢
次
郎
『
巾
支
那
及
南
支
那
』
三
二
四
頁
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
八
画
、
趙
弘
恩
、
七
年
八
月
二
十
四
日
。
「
四
川
田
地
。

　

多
有
隠
墾
」
。

⑩
『
上
論
』
第
十
七
冊
、
六
年
二
月
二
十
三
日
。

⑩
『
皇
朝
文
献
通
考
』
・
泰
四
、
田
賦
考
に
は
、
乾
隆
十
八
年
の
四
川
の
民
田

　

を
、
四
十
五
萬
九
千
四
百
十
六
頃
有
奇
と
し
、
『
乾
隆
會
典
則
例
』
泰
三
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十
三
、
戸
部
、
戸
口
下
に
は
、
同
年
の
西
川
の
戸
数
を
七
十
五
寓
七
百
八

十
五
戸
と
ナ
る
。
『
皇
朝
遁
考
』
巻
十
九
、
戸
口
考
に
、
「
四
川
人
了
百
一
一
一

十
六
寓
八
千
四
百
九
十
六
」
と
す
る
も
の
は
、
む
し
ろ
人
口
と
み
る
べ
き

で
あ
る
。
『
四
川
、
週
志
n

田
巻
六
十
四
、
食
貨
、
戸
口
に
み
え
る
乾
陸
元
年
の

統
計
で
は
、
四
川
省
五
遣
の
戸
も
し
く
は
了
が
、
新
蓄
戸
計
約
六
十
一
高
、

流
寓
戸
計
約
四
高
、
合
わ
ぜ
て
約
六
十
五
高
一
戸
(
丁
)
で
あ
っ
た
か
ら
。

@
ロ
ぷ
鵬
首
』
第
十
一
曲
、
憲
徳
、
八
年
八
月
六
日
。
一
部
既
引
。

@
同
上
、
第
十
五
幽
、
都
昌
、
十
ニ
年
五
月
十
八
日
。

@
向
上
、
第
十
六
曲
、
楊
説
、
十
一
一
一
年
六
月
八
日
に
よ
る
と
、
そ
の
と
き

に
も
、
約
四
千
頃
(
四
十
高
一
千
一
百
四
十
儀
畝
)
の
墾
荒
・
懇
熟
田
が

届
出
ら
れ
て
い
る
。
薙
正
八
年
以
後
、
乾
隆
十
八
年
ま
で
む
関
に
は
、
問

主
敷
・
人
丁
数
と
も
に
多
少
増
加
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
窪
u
食
米
区
域
内
で
の
米
の
需
給
関
係
(
中
)

①
小
竹
丈
夫
『
近
代
支
那
経
済
史
研
究
』
一
五
八
頁
。

①

ぷ

沓

E
第
十
六
酪
、
越
閣
麟
、
九
年
一
一
一
月
十
九
日
。
な
L
U

、
同
上
、
第

ニ
一
樹
、
弔
文
訟
、
四
年
五
月
四
日
の
僚
の
珠
批
に
は
、
「
計
閤
省
存
留
新
牧

米
穀
。
有
コ
一
十
五
寓
儀
石
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
吋
上
論
nu

第
十
四
加
、
五

年
五
月
二
十
四
日
の
保
に
も
同
じ
数
字
が
み
え
る
。
九
年
の
数
字
と
の
開

き
は
、
も
し
額
数
に
鑓
更
が
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
四
年
の
数
字
に
は
、

次
注
に
い
う
「
民
米
」
と
「
屯
米
」
と
を
合
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
向
上
、
第
十
七
踊
、
部
五
麟
、
七
年
十
ニ
月
二
十
七
日
。
な
む
刷
、
向
上
、

第
七
扇
、
王
土
俊
、
七
年
四
月
二
十
日
の
僚
に
は
「
事
東
愚
省
。
額
徴
民

屯
糧
米
一
一
一
十
二
寓
八
千
五
百
犠
若
。
億
数
支
放
兵
糧
」
と
あ
る
。
ニ
十
四

寓
八
千
石
が
民
(
糧
)
米
で
、
の
こ
り
が
屯
(
糧
)
米
で
あ
ろ
う
。
な
か
、
補

注
3
を
も
参
照
む
こ
と
。

②
向
上
、
第
七
一
胸
、
連
柱
、
七
年
四
月
二
十
一
日
。

①
注
①
に
引
く
王
士
俊
の
葬
摺
を
見
ょ
。

①
同
上
、
第
十
七
曲
、
乙
那
玉
麟
、
七
年
十
二
月
二
十
七
日
。

⑦
向
上
、
第
ニ
↓
閥
、
陳
時
夏
、
五
年
一
月
十
日
。

①
向
上
、
第
十
七
曲
、
適
柱
、
十
一
一
年
七
月
八
日
。

①
向
上
、
第
十
八
曲
、
石
麟
、
九
年
十
一
月
ニ
目
。
ま
た
八
年
四
月
八
日
。

@
同
上
、
第
七
曲
、
玉
士
俊
、
十
年
四
月
一
一
一
日
。

@
向
上
、
第
十
六
曲
、
程
一
克
寧
五
十
枚
表
、
日
附
な
し
。

@
例
え
ば
司
上
論
』
第
二
十
七
世
、
八
年
八
月
十
日
。
「
向
来
。
錨
免
銭

糧
。
額
徴
漕
米
。
不
在
所
鏑
之
内
」
。

@
間

u

薙
正
曾
典
』
巻
コ
一
十
六
、
戸
部
十
四
、
錨
地
一
一
、
諮
免
下
、
康
照
四
十

六
年
・
五
十
六
年
上
議
。
『
乾
隆
曾
典
則
例
nZ空
間
十
二
、
戸
部
、
漕
運
ニ
、

漕
糧
鶴
緩
、
乾
隆
ニ
年
題
准
。
な
hs
、
後
に
い
う
漕
米
む
一
部
折
納
む
直

接
的
な
目
的
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
江
南
通
省
漕
揮
。
又
概
行
折
徴
一

0

0

0

0

 

字
。
留
米
既
多
。
別
償
値
自
卒
」
と
か
(
『
議
官
』
第
十
六
↓
閥
、
程
一
元
章
、

九
十
七
枚
表
、
日
附
な
し
、
十
一
年
か
)
、
「
持
漕
糧
o
b
T
本
宇
折
。
江
省

o

o

c

o

 

得
以
米
多
慣
賎
。
日
食
充
裕
」
な
ど
と
あ
る
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
(
向
上
、
第
十
八
一
倒
、
趣
弘
恩
、
十
二
年
一
一
一
月
十
五
日
)
。

@
コ
推
正
曾
典
』
巻
四
十
、
戸
部
十
八
、
漕
濯
、
永
折
米
の
保
を
参
照
。
な

G

O

O

o

 

h
S

「
漕
項
」
と
い
う
費
目
が
あ
る
。
い
ち
か
う
「
漕
項
銀
亦
排
漕
之
需
」

と
限
定
的
に
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
(
前
注
所
引
の
『
乾
隆
曾
典
則
例
』
乾

隆
二
年
題
准
)
、
し
か
じ
よ
り
庚
く
は
、
永
折
米
を
も
合
め
た
、
庚
い
意

味
で
の
折
漕
銀
蹄
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

@
去
盟
国
』
第
六
↓
閥
、
五
樹
棟
、
百
ニ
十
九
枚
表
、
日
附
な
し
、
九
年
か
。

⑮
向
上
、
第
二
一
閥
、
陳
時
夏
つ
元
年
十
一
月
十
三
日
。
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⑥
同
上
、
第
十
二
画
、
王
世
深
、
四
枚
表
、
日
附
な
し
。
四
年
か
。

　

⑥
『
上
論
』
第
二
十
冊
、
六
年
十
月
四
日
。

　

⑩
た
と
え
ば
『
乾
隆
會
典
則
例
』
巻
四
十
三
、
戸
部
、
漕
運
三
、
１
　
照
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
十
一
画
、
慶
元
、
二
十
一
枚
裏
、
日
附
な
し
、
に
は
「
各
省

　
　

糧
船
。
陸
続
過
開
者
。
巳
五
千
二
百
三
十
七
隻
。
惟
湖
南
倚
雨
架
。
未
紺

　
　

到
淮
」
と
あ
る
。
ま
た
乾
隆
十
八
年
の
衰
運
船
敷
は
五
千
四
百
八
十
八
船

　
　

で
あ
っ
た
（
『
會
典
則
例
』
巷
四
十
二
、
戸
部
、
漕
建
二
）
。

　

◎
清
鍾
埼
『
皇
朝
頂
屑
録
』
巷
二
十
九
、
漕
運
。

　

（
り
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
四
頁
。

　

⑩
『
上
論
』
第
二
十
冊
、
六
年
十
月
四
日
。
凶
年
に
は
こ
の
制
限
が
ゆ
る

　
　

め
ら
れ
た
。

　

⑩
同
上
、
二
十
九
珊
、
九
年
十
一
月
十
一
日
の
條
所
引
、
浙
江
總
督
・
李

　
　

術
の
奏
摺
。

　

⑩
同
上
、
第
二
十
七
泌
、
八
年
八
月
一
九
日
。
在
来
、
賑
済
の
場
合
「
大

　
　

口
毎
月
給
口
糧
一
斗
。
小
口
毎
月
六
升
。
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
れ
で

　
　

は
不
足
だ
と
し
て
「
大
口
毎
月
米
一
斗
五
升
。
小
口
照
大
口
減
牛
。
」
せ

　
　

し
め
た
と
い
う
。

　

⑩
農
商
務
省
『
支
那
米
｀
ニ
間
ス
ル
調
査
』
九
～
一
〇
頁
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
十
四
両
、
高
其
位
、
四
年
六
月
十
九
日
。

　

⑩
『
上
論
』
第
二
冊
、
元
年
十
一
月
十
一
日
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
十
六
函
、
程
元
章
、
七
十
四
枚
表
、
日
附
な
し
。

　

⑩
同
上
、
第
十
一
函
、
謝
曼
、
九
年
一
月
二
十
四
日
。

　

⑥
同
上
、
第
四
両
、
韓
良
輔
、
二
年
閏
四
月
十
七
日
。

四

　

産
―
食
米
区
域
内
で
の
米
穀
の
需
給
関
係
（
下
）

　

①
『
論
旨
』
第
四
両
、
順
敏
、
四
年
十
二
月
四
日
。
ま
た
『
上
論
』
第
十

　

三
冊
、
五
年
一
月
十
七
日
。

②
例
え
ば
、
同
上
、
第
三
画
、
黄
國
材
、
元
年
九
月
十
一
日
。
第
十
二
画

　

萬
際
瑞
、
六
年
四
月
二
十
一
日
。
第
十
三
函
、
李
衛
、
五
年
閏
三
月
一
日

　

等
の
殊
批
。
と
く
に
李
衛
に
對
す
る
誄
批
。

③
『
湖
北
通
志
』
巻
四
十
八
、
細
政
六
、
倉
儲
の
條
に
よ
る
。
省
に
よ
り
、

　

地
方
に
よ
っ
て
も
常
平
倉
の
別
名
に
は
異
同
が
多
い
。

④
『
清
國
行
政
法
』
第
四
巻
、
一
六
二
頁
、
備
考
。

⑧
『
論
旨
』
第
十
五
函
、
劉
廷
塚
、
二
年
四
月
二
十
八
日
。

④
同
上
、
第
三
画
、
李
絨
、
二
年
七
月
二
十
五
日
。
ま
た
、
同
人
、
四
年

　

一
月
十
日
、
「
計
廣
西
原
梢
穀
一
百
一
十
七
萬
八
千
二
百
五
十
石
。
毎
石
収

　

銀
一
価
一
銭
」
と
い
い
、
第
三
函
、
黄
國
材
、
三
年
九
月
一
日
に
、
廣
西

　

省
に
関
し
て
、
「
自
康
煕
五
十
三
年
夏
季
起
。
至
五
十
五
年
夏
季
止
。
共

　

計
損
過
穀
一
百
一
十
七
萬
八
千
二
百
五
十
石
ご
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

　

李
紋
の
い
わ
ゆ
る
一
百
十
診
萬
石
の
確
敷
で
あ
り
。
第
十
五
函
、
郭
供
、

　

六
年
三
月
十
九
日
、
金
鋲
、
七
年
十
一
月
七
日
の
條
に
み
え
る
「
一
百
五

　

十
二
三
萬
翰
石
」
の
数
字
は
、
常
平
倉
穀
を
含
め
た
も
の
。
本
節
注
⑩
。

⑦
同
上
、
第
十
二
函
、
王
世
深
、
三
枚
表
、
日
附
な
し
、
四
年
頃
。

⑧
『
清
國
行
政
法
』
第
四
巻
、
一
六
〇
頁
。

⑨
『
論
旨
』
第
十
五
画
、
李
玉
鍍
、
八
年
七
月
二
十
一
日
、
ま
た
第
十
六

　

函
、
趙
國
麟
、
九
年
三
月
十
九
日
に
所
引
の
李
玉
鍍
奏
。

⑩
同
上
、
第
十
八
両
、
黄
廷
桂
、
九
年
六
月
二
十
二
日
。

⑨
同
上
、
第
十
一
画
、
王
柔
、
八
十
六
枚
表
裏
、
日
附
な
し
。
十
二
年
頃
。

⑩
同
上
、
第
三
両
、
李
故
、
二
年
七
月
二
十
五
日
の
條
、
「
聞
開
梢
之
初
。

　

賞
由
（
廣
西
省
）
四
府
任
事
之
官
。
欲
専
其
利
。
非
賞
篤
備
荒
計
也
」
に
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⑬
司
湖
北
遁
志
b

b

一
世
間
十
八
、
輝
政
六
、
倉
儲
。

@
米
で
む
積
貯
が
い
か
に
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
米
で
む
積
貯
高
が

い
か
に
少
な
か
っ
た
か
は
、
『
薙
毘
曾
此
バ
』
春
一
一
一
十
九
、
戸
部
十
七
、
錦
他

五
、
積
貯
の
項
に
、
「
(
薙
正
三
年
)
:
:
:
選
出
思
議
定
。
江
安
・
関
・
間
・

湖
底
・
江
西
・
四
川
・
出
関
東
・
陵
商
・
雲
南
・
貴
州
十
省
内
。
除
安
徴
、

但
有
穏
穀
、
原
無
存
貯
米
石
、
及
斯
江
・
繭
建
倉
米
有
限
、
無
容
改
易
。

其
湖
南
・
湖
北
・
四
川
・
江
西
四
省
存
貯
米
石
。
皆
在
五
高
石
内
外
O
i

-
-
-
」
と
あ
る
に
よ
っ

T
明
ら
か
で
あ
る
。

@
『
議
旨
』
第
十
五
曲
、
金
供
、
七
年
十
一
月
七
日
。
一
百
五
十
一
一
一
高
儀

石
。
郭
鉄
、
六
年
一
一
一
月
十
九
日
、
百
五
十
ニ
寓
儀
石
、
そ
の
内
諜
は
、
指

穀
分
貯
七
十
九
蔦
八
千
石
、
常
平
倉
穀
四
十
四
高
三
千
石
、
そ
の
他
二
十

九
高
三
千
石
。

⑮
主
制
旨
』
第
十
的
、
国
交
鏡
、
七
年
十
二
月
八
日
。

⑪

向

上

、

η

η

七

年

一

月

十

九

日

。

⑮
向
上
、
第
二
曲
、
義
待
度
、
ニ
年
九
月
二
十
八
日
。

⑬
向
上
、
第
六
風
、
常
徳
毒
、
三
年
四
月
三
日
。

@
向
上
、
第
十
七
↓
腕
、
連
枝
、
四
年
十
二
月
十
八
日
。

@
向
上
、
第
五
助
、
張
坦
麟
、
六
年
十
ニ
月
一
一
一
羽
。

@
向
上
、
第
十
一
画
、
謝
長
、
七
年
十
ニ
月
六
日
。

⑮
『
よ
論
b

第
八
皆
、
三
年
十
二
月
十
七
日
。

@
悶
よ
、
第
二
十
五
班
、
八
年
一
月
九
日
。

@
句
議
官
b

第
十
七
画
、
運
柱
、
十
一
一
年
九
月
十
五
日
。

@
前
項
の
文
献
に
は
、
「
貯
穀
一
百
一
十
四
寓
コ
一
千
儀
お
」
に
す
ぐ
讃
け
て
、

「
北
南
枇
倉
貯
穀
四
十
五
寓
四
千
儀
石
」
と
い
っ
て
い
る
。

@
句
論
旨
』
第
十
八
一
胸
、
資
廷
様
、
九
年
六
月
二
十
二
日
。

@
向
上
、
第
七
曲
、
管
承
揮
、
五
年
九
月
九
日
。

@
前
項
の
文
献
に
同
じ
。

@
之
宮
田
』
第
十
五
画
、
郡
高
、
十
二
年
四
月
十
一
一
一
目
。

@
向
上
、
第
十
四
踊
、
高
其
伸
、
四
年
六
月
十
九
日
。

@
『
上
論
』
第
十
世
、
四
年
七
月
一
目
、
所
引
の
寅
園
材
の
奏
構
。

⑧
『
議
回
日
b

第
二
曲
、
楊
文
乾
、
五
年
八
月
二
十
八
日
。

@
向
上
、
第
十
四
画
、
高
其
悼
、
五
年
七
月
十
日
。

@
向
上
、
第
五
酪
、
沈
廷
豆
、
五
年
四
月
十
六
日
。

@
司
上
論
』
第
十
四
冊
、
五
年
六
月
六
日
。

@
吋
乾
隆
曾
典
則
例
』
巻
四
十
、
戸
部
、
積
貯
、
常
平
額
外
積
貯
の
項
に

よ
る
と
、
乾
隆
十
一
一
一
年
に
設
け
ら
れ
た
蓋
構
倉
の
定
額
は
四
十
高
石
で
あ

っ
た
。

@
掲
積
常
平
等
倉
穀
と
官
民
損
積
監
穀
と
を
全
然
別
物
と
み
る
見
方
も
な

り
た
つ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
こ
で
は
一
廉
同
じ
も
の
と
み
て
か
く
。

@
司
上
論
』
第
十
四
世
、
五
年
六
月
六
日
に
よ
る
。

@

之

宮

E
第
五
曲
、
官
達
、
五
年
四
月
十
ニ
目
。

@

向

上

、

η

η

五

年

五

月

二

十

四

日

。

ま

た

、

第

五

曲

、

営
費
、
十
八
枚
裏
。
日
附
な
し
。

@
向
上
、
第
七
画
、
王
土
俊
、
六
年
十
月
八
日
。

@
向
上
、
第
十
六
曲
、
楊
永
斌
、
十
年
四
月
一
日
。

@
向
上
、
第
五
画
、
常
費
、
五
年
一
一
月
十
日

J

ま
た
第
四
曲
、
侍
泰
、
七

年
五
月
二
十
四
日
。
ま
た
第
十
六
曲
、
楊
永
斌
、
十
一
年
十
}
月
九
日
、

等
。
不
成
績
で
、
七
年
二
月
ま
で
に
、
ニ
寓
四
千
九
百
儀
石
し
か
集
ま
ら

な
か
っ
た
こ
と
は
、
第
二
文
献
に
み
え
る
。
こ
り
数
字
は
、
五
年
白
倉
穀

数
と
六
年
の
そ
れ
と
の
差
額
に
や
や
近
い
。
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⑩
同
上
、
第
十
六
画
、
査
郎
阿
、
七
年
十
月
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
六
画
、
史
胎
直
、
十
年
八
月
十
七
日
。

⑥
同
上
、
第
十
画
、
田
文
鏡
、
八
年
四
月
二
十
七
日
。

＠
例
え
ば
、
同
上
、
第
十
七
画
、
邁
柱
、
九
年
四
月
一
日
、
十
一
年
四
月

　

十
一
日
等
。
第
十
六
両
、
史
胎
直
、
十
一
年
十
一
月
一
日
。
漢
水
・
丹
水

　

の
水
道
寺
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
『
論
旨
』
第
六
画
、
法
敏
、
四
十
六
枚
表
、
日
附
な
し
。

⑩
同
上
、
第
十
四
画
、
高
其
伸
、
五
年
二
月
十
日
。

＠
同
上
、
第
十
二
函
、
舒
喜
、
九
年
八
月
二
十
九
日
、
直
隷
の
事
例
。

＠
同
上
、
第
十
函
、
田
文
鏡
、
五
年
六
月
二
十
日
。
ま
た
第
十
六
画
、
査

　

郎
阿
、
七
年
十
月
五
日
。

⑩
『
上
論
』
第
六
冊
、
三
年
二
月
十
七
日
。

＠
『
諭
旨
』
第
十
六
両
、
高
斌
、
八
年
三
月
一
日
。
「
奉
文
以
米
易
穀
。
已

　

歴
三
載
。
」

⑩
同
上
、
第
二
函
、
楊
文
乾
、
四
年
二
月
十
二
日
。
ま
た
第
五
画
、
十
八

　

枚
裏
、
常
査
、
日
附
な
き
も
前
者
と
同
一
事
に
つ
い
て
の
記
録
。

⑩
同
上
、
第
十
二
函
、
王
世
深
、
三
枚
表
、
日
附
な
し
、
の
殊
批
。

◎
同
上
、
第
六
画
、
汪
濯
、
四
年
五
月
二
十
五
日
。

⑩
同
上
、
″

　
　
　

″

　

四
年
六
月
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
一
画
、
孔
敏
均
、
四
年
二
月
十
二
日
、
五
年
九
月
二
十
九
日
。

⑩
同
よ
、
第
十
四
函
、
高
其
伸
、
五
年
七
月
十
日
。

＠
同
上
、
″

　
　
　

り

　
　
　

四
年
七
月
十
八
日
。

◎
同
上
第
二
両
、
裴
律
度
、
二
年
九
月
二
十
八
日
。

＠
同
上
、
第
十
七
画
、
邁
柱
、
四
年
十
二
月
十
八
日
。

＠
同
上
、
第
四
両
、
朱
綱
、
五
年
十
二
月
六
日
。

　

＠
同
上
、
第
五
醜
、
法
敏
、
五
年
五
月
十
一
日
の
殊
批
。

　

⑩
同
上
、
第
二
爾
、
陳
時
夏
、
五
年
六
月
四
日
。

　

＠
同
上
、
第
四
画
、
扁
敏
、
五
年
二
月
二
十
日
。

　

９
同
上
、
第
四
函
、
韓
良
輔
、
五
年
八
月
十
九
日
。

　

図
同
上
、
第
十
六
酌
、
高
斌
、
八
年
三
月
一
日
。

五

　

中
・
南
シ
ナ
諸
省
の
米
穀
事
情
（
上
）

　

①
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
六
頁
。

　

②
『
論
旨
』
第
七
函
、
佛
喜
、
四
年
十
一
月
二
十
六
日
。

　

③
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
四
？
五
頁
。

　

④
詩
初
以
来
の
四
川
事
情
は
『
論
旨
』
第
五
画
、
法
敏
、
四
年
四
月
二
十

　

六
日
に
よ
る
。

　

⑤
同
上
、
第
十
一
爾
、
憲
徳
、
五
年
六
月
二
十
四
日
。

　

④
同
上
、
第
五
画
、
呂
耀
曾
、
七
年
二
月
十
六
日
。

　

①
た
と
え
ば
、
同
上
、
第
四
函
、
馬
會
伯
、
五
年
四
月
十
八
日
。

　

⑧
『
上
論
』
第
十
七
珊
、
六
年
二
月
二
十
三
日
。
ま
た
『
諭
旨
』
第
一
両
、

　

石
級
喰
、
六
年
一
月
八
日
。

　

⑧
同
上
、
第
二
十
六
冊
、
八
年
四
月
六
日
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
十
五
函
、
顎
昌
、
十
二
年
五
月
十
八
日
。

　

⑨
同
上
、
第
七
函
、
王
士
俊
、
七
年
三
月
三
日
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
十
一
画
、
憲
徳
、
八
年
三
月
二
十
日
の
條
所
引
の
馬
維
翰

　
　

の
報
告
に
よ
る
。

　

⑩
注
④
參
照
。
ま
た
『
論
旨
』
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
七
年
八
月
二
十
四

　

日
に
よ
る
と
、
「
今
査
出
各
省
流
民
。
巳
有
七
千
二
百
飴
戸
。
恐
将
来
有
不

　

敷
安
挿
之
慮
。
」
と
あ
る
。
常
然
入
籍
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
同
上
、
第
十
一
函
、
憲
徳
、
五
年
十
一
月
六
日
。
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@
た
と
え
ば
、
同
上
、
第
十
八
曲
、
超
弘
窓
、
七
年
十
一
月
七
日
に
「
臣

問
。
四
川
塾
江
高
鯨
。
七
月
初
問
。
百
姓
不
容
丈
量
。
祉
旗
衆
衆
。
約
千

儀
人
。
係
因
丈
量
之
臣
。
過
於
愈
還
。
不
善
動
議
之
所
致
也
:
:
:
臣
風
間

之
事
。
恐
未
確
寅
:
:
:
」
と
あ
る
。

⑮
向
上
、
第
十
七
曲
、
都
調
達
、
十
一
年
十
月
四
日
。

@
向
上
、
第
十
八
画
、
資
廷
桂
、
九
年
六
月
一
一
十
二
日
。
ま
た
、
第
五
前
、

法
敏
、
四
年
四
月
二
十
六
日
。

⑮
向
上
、
第
十
八
面
、
資
廷
桂
・
都
島
、
十
二
年
九
月
二
日
。

⑬
向
上
、
第
十
五
曲
、
都
昌
、
十
二
年
四
月
十
三
日
。

@
向
上
、
第
十
八
曲
、
費
延
桂
、
九
年
六
月
二
十
二
日
。

@
向
上
、
第
五
曲
、
沈
廷
豆
、
九
年
二
月
九
日
。

@
同
上
、
第
十
一
一
一
面
、
李
衛
、
五
年
五
月
十
一
日
。

⑧
同
上
、
第
四
画
、
臨
敏
、
四
年
十
二
月
四
日
。

@
た
と
え
ば
、
向
上
、
第
九
曲
、
都
爾
泰
、
八
年
四
月
二
十
日
。
ま
た
同

上
、
第
十
七
曲
、
題
柱
、
十
二
年
九
月
十
五
日
の
珠
批
o

「
湖
陵
熟
天
下

足
」
と
い
う
語
は
、
早
く
は
明
末
に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
『
地
園
綜
要
』
に

見
え
る
と
い
ろ
(
加
藤
紫
句
支
那
経
済
史
考
語
b

下
、
六
五
七
貰
注
)

O

@
向
上
、
第
十
一
一
曲
、
貌
廷
珍
、
元
年
十
一
月
二
十
五
日
。
必
よ
び
、
第

十

七

曲

、

運

柱

、

六

年

一

一

一

月

十

一

日

。

.

@
農
商
務
省
内
・
支
那
ノ
米
自
一
関
ス
ル
調
査
b

一
九
五
頁
。

@
例
え
ば
『
隷
冒
』
第
十
六
風
、
臭
騒
茶
、
十
二
枚
表
、
日
附
な
し
。
「
晩

〉

〉

O

稿
。
跡
昨
甚
好
。
其
山
田
被
皐
之
鹿
。
恐
股
成
不
無
数
薄
。
」

@
農
商
務
省
コ
又
那
ノ
米
-
一
関
ス
ル
調
査
b

一
五
六
頁
。

@
湖
横
省
の
堤
均
に
つ
い

T
は
之
榔
回
日
』
第
六
画
、
互
関
椋
、
四
十
枚
、

日
附
な
し
、
(
中
に
擢
宜
主
年
七
月
十
一
一
一
日
の
上
誌
を
合
む
)
を
参
照
。

ζ
θ

種
の
土
利
地
用
が
宋
代
に
初
ま
る
ら
し
い
こ
と
は
、
ご
く
最
近
に
入

手
し
た
震
回
徳
氏
の
「
清
初
に
、
か
け
る
湖
南
米
市
場
の
一
考
察
」
吋
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
世
、
四
八
ニ
真
、
註
⑪
で
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
b
、
時
日
の
関
係
で
十
分
に
ζ

の
論
文
を
検
討
し
、
利
用
し
え
な
か
っ

た
ζ

と
を
遺
協
と
す
る
。

@
町
議
皆
』
第
二
曲
、
布
蘭
十
一
帯
。
五
年
七
月
十
四
日
。

@
向
上
、
第
四
一
樹
、
朱
網
、
ニ
年
九
月
五
日
。

@
開
上
、
第
二
曲
、
布
蘭
泰
、
五
年
五
月
十
六
日
に
よ
る
。

@
向
上
、
第
六
風
、
正
闘
棟
、
六
十
九
枚
表
、
日
附
な
し
。
五
六
年
と

ろ。
@
向
上
、
第
十
ニ
画
、
貌
廷
珍
、
元
年
九
月
六
日
。

@
向
上
、
第
十
一
曲
、
王
柔
、
六
十
六
枚
襲
、
日
附
な
し
。
十
一
年
ど

ろ。
@
本
節
、
注
@
所
見
む
遇
柱
、
六
年
一
一
一
月
十
一
日
。

@
『
上
論
』
第
二
世
、
元
年
六
月
三
十
日
。

@
前
文
、
第
一
一
一
節
注
@
所
引
の
謝
長
の
奏
摺
。

⑮
句
論
旨
』
第
九
一
附
、
郭
爾
泰
、
五
年
三
月
十
二
日
。

@
向
上
、
第
十
一
曲
、
謝
長
、
八
年
十
月
十
七
日
。

@
流
民
の
こ
と
と
も
は
、
別
個
の
問
題
と
し
て
考
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

@
『
論
旨
』
第
十
一
曲
、
謝
長
、
八
年
十
二
月
四
日
。

@
『
上
論
』
第
十
一
一
一
世
、
五
年
一
一
一
月
一
一
一
目
。

@
農
商
務
省

E
又
那
ノ
米
ニ
関
ス
ル
調
査
』
一
一
一
一
八

l
一
四
四
頁
。

@
九
江
関
は
順
治
ニ
年
に
設
け
ら
れ
、
康
郡
山
十
ニ
年
に
湖
口
に
移
さ
れ
た

が
、
端
正
年
間
に
い
た
っ
て
ま
た
、
九
江
に
復
蹄
し
た
の
で
あ
る
。
例
え

ば
司
裁
国
民
』
第
五
前
、
提
坦
麟
、
六
年
十
一
一
月
三
日
、
ま
た
、
第
六
曲
、

-201ー



566

　
　

王
國
棟
、
六
十
九
枚
表
、
日
附
な
し
、
五
年
ご
ろ
、
な
ど
を
１
　
照
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
二
雨
、
裴
律
度
、
四
年
七
月
三
日
。
第
六
函
、
汪
滞
、
四
年

　
　

八
月
一
日
。

　

＠
『
上
論
』
第
二
十
二
冊
、
七
年
九
月
三
十
日
。

　

⑩
『
論
旨
』
第
一
雨
、
孔
駿
殉
、
元
年
九
月
二
十
八
日
。

　

⑩
同
上
、
第
四
函
、
韓
良
輔
、
二
年
閏
四
月
十
七
日
。

　

⑩
同
上
、
第
十
七
両
、
那
弼
逢
、
十
一
年
三
月
十
二
日
。

　

⑥
同
上
、
第
九
函
、
郡
爾
泰
、
八
年
一
月
三
日
。

　

＠
同
上
、
第
十
五
函
、
金
供
、
七
年
十
一
月
七
日
。

　

⑩
『
皇
清
奏
議
』
巻
三
十
、
部
弼
建
、
「
請
猿
備
倉
穀
以
利
民
生
疏
」
雍
正

　
　

十
年
。

　

○
『
論
旨
』
第
十
五
両
、
金
供
、
十
二
年
九
月
十
九
日
。

六

　

中
・
南
シ
ナ
諸
省
の
米
穀
事
情
（
下
）

　

①
『
論
旨
』
第
七
両
、
王
士
俊
、
七
年
三
月
三
日
。
ま
た
「
其
地
（
廣
東
）

　
　

錫
各
省
及
外
洋
往
来
貿
易
之
處
。
商
貿
之
多
甲
天
下
。
所
産
之
米
有
限
。

　
　

不
敷
所
食
。
所
以
米
價
不
時
昂
貴
。
民
常
有
乏
食
之
寞
也
」
と
い
う
･
＃
の

　
　

も
同
じ
意
味
で
あ
る
（
第
六
両
、
楊
爾
徳
、
五
年
六
月
十
七
日
）
。

　

⑧
『
上
論
』
第
十
三
冊
、
五
年
二
月
八
日
に
所
引
の
楊
文
乾
の
奏
。
『
論

　
　

旨
』
第
十
七
函
、
部
禰
播
、
十
三
年
三
月
十
五
日
條
に
も
、
あ
る
人
の
條

　
　

陳
内
稀
す
と
し
て
「
専
東
一
年
所
収
之
穀
。
不
足
供
本
省
牛
年
之
食
。
」
と

　
　

あ
る
。

　

③
『
論
旨
』
第
十
七
函
、
那
弼
建
、
十
三
年
三
月
十
五
日
。

　

④
同
上
、
第
二
画
、
楊
文
乾
、
六
年
五
月
二
十
四
日
。

　

④
同
上
、
第
四
函
、
傅
泰
、
七
年
六
月
四
日
、
殊
批
。

　

④
同
上
、

　

り

　
　

り

　
　
　

七
年
九
月
十
九
日
、
殊
批
。

①
同
上
、

　

リ

　
　

り

　
　
　

七
年
十
二
月
二
十
七
日
。

⑧
同
上
。
第
十
七
画
、
邪
禰
達
、
十
一
年
十
一
月
十
五
日
。

⑨
同
上
、

　

り

　
　
　

μ

　
　
　
　

九
年
二
月
十
日
。

⑩
同
上
、
第
十
六
酌
、
楊
永
斌
、
十
年
五
月
二
十
七
日
。

⑨
『
皇
前
奏
議
』
巷
三
十
、
邨
禰
建
「
菌
像
備
倉
穀
以
利
民
生
疏
」

⑩
『
論
旨
』
第
二
画
、
楊
文
乾
、
四
年
十
二
月
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
四
画
、
傅
泰
、
七
年
十
二
月
二
十
七
日
。

○
同
上
、
第
七
爾
、
王
士
俊
、
九
年
一
月
十
二
日
。

⑩
同
上
、
″

　
　

″

　
　

六
年
十
月
八
日
・

⑩
例
え
ば
、
同
上
、
第
八
爾
、
悔
渫
、
九
枚
表
、
日
附
な
し
。
三
年
か
。

⑥
同
上
、
第
二
爾
、
楊
文
乾
、
五
年
三
月
十
二
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
函
、
那
弼
逢
、
十
二
年
四
月
八
日
に
よ
る
。
ま
た
、
同

　

上
、
十
年
一
月
十
六
日
。

⑩
藍
鼎
元
『
鹿
州
公
案
』
下
「
西
穀
船
戸
」
、
お
よ
び
『
論
旨
』
第
十
四

　

爾
、
高
其
悼
、
四
年
六
月
十
九
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
函
、
那
禰
逢
、
十
二
年
四
月
八
日
。

◎
同
上
、
第
二
画
、
楊
文
乾
、
四
年
十
二
月
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
七
画
、
王
士
俊
、
九
年
一
月
十
二
日
。

⑩
本
節
、
注
⑩
の
第
一
の
も
の
に
同
じ
。

⑩
『
論
旨
』
第
七
画
、
王
士
俊
、
七
年
三
月
三
日
。

⑩
同
上
、
第
二
画
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
十
四
日
。

⑩
同
上
、
第
三
画
、
何
天
培
、
四
年
七
月
二
十
日
。

⑩
『
江
南
通
志
』
巷
八
十
五
、
食
貨
志
、
積
貯
。

⑩
農
商
務
省
『
支
那
ノ
米
二
開
ス
ル
調
査
』
七
二
頁
。

⑩
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
五
頁
。
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⑩
『
論
旨
』
第
十
八
両
、
趙
弘
恩
、
十
二
年
十
二
月
二
十
日
。

＠
同
上
、

　

り

　
　
　
　

り

　
　
　
　

十
三
年
五
月
十
二
日
。

⑩
同
上
、

　

μ

　
　
　
　

μ

　
　
　
　

十
二
年
十
月
十
二
日
、
ま
た
、
第
十
六

　

函
、
程
元
章
、
二
十
一
枚
表
、
日
附
な
し
。
八
年
頃
。

⑩
中
村
治
兵
衛
「
清
代
湖
廣
米
流
通
の
一
面
」
『
祀
會
続
済
史
學
』
第
十
八

　

巻
、
第
三
弦
（
一
九
五
二
）
五
六
頁
。

⑩
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
五
頁
に
よ
る
。

⑩
『
論
旨
』
第
一
画
、
芭
時
輝
、
五
年
十
月
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
四
画
、
張
楷
、
三
年
六
月
八
日
。

図
同
上
、
第
十
一
醜
、
喬
世
臣
、
十
年
七
月
二
十
一
日
。

⑩
同
上
、
り

　
　
　
　

″

　
　

十
一
年
四
月
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
八
画
、
趙
弘
恩
、
十
三
年
一
月
十
二
日
。

⑩
同
上
、
第
十
三
函
、
魏
廷
珍
、
七
年
六
月
三
十
日
。
そ
の
他
。

◎
同
上
、
り

　
　
　
　

″

　
　

六
年
十
一
月
十
八
日
、
殊
批
。

⑩
安
部
健
夫
「
清
代
に
於
け
る
典
常
業
の
趨
勢
」
『
勿
田
博
士
頌
壽
記
念
東

　

洋
史
論
叢
』
こ
一
頁
。
藤
井
宏
「
新
安
商
。
人
の
研
究
」
『
東
洋
學
報
』
第

　

三
十
六
巻
、
一
？
四
琥
。

⑩
同
上
、
第
十
三
函
、
李
衛
、
四
年
六
月
一
日
、
殊
批
。

⑩
同
上
、
″

　
　
　

り

　
　

五
年
三
月
二
十
四
日
、
殊
批
。

⑩
雍
正
『
浙
江
通
志
』
巷
一
百
一
、
物
産
一
、
杭
州
府
の
條
に
は
「
杭

　

郡
。
自
銭
塘
以
西
諸
山
扇
皆
山
田
。
自
仁
（
和
）
及
海
（
塩
）
皆
平
地
田
。
」
と

　

あ
る
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
三
画
、
李
衛
、
六
年
七
月
六
日
、
八
年
七
月
二
十
五
日
。

　

た
だ
し
、
前
注
図
所
引
の
『
通
志
』
の
文
の
続
き
に
は
、
「
大
抵
早
種
多
。

　

而
晩
種
少
。
早
種
所
収
薄
於
晩
種
。
故
會
城
之
米
。
大
牛
取
給
四
方
。
」

　

と
い
っ
て
い
る
。

面
前
注
以
下
の
と
こ
ろ
、
文
献
、
前
注
の
も
の
に
同
じ
。

＠
『
前
旨
』
第
十
三
爾
、
李
衛
、
九
年
六
月
十
九
日
。

＠
同
上
、
第
十
六
函
、
程
元
章
、
六
十
九
枚
表
、
日
附
な
し
。
十
一
年
頃
。

⑩
注
⑩
所
引
『
浙
江
通
志
』
參
照
。

＠
『
浙
江
通
志
』
巻
八
十
一
、
漕
痙
中
。

＠
第
二
節
注
⑥
參
照
。

⑩
『
浙
江
通
志
』
一
百
一
巻
、
物
産
一
、
嘉
興
府
の
條
に
よ
る
。
そ
の
一
節

　

に
い
う
。
「
其
土
原
喘
膏
談
。
而
治
田
亦
得
良
法
。
」
と
。

＠
『
論
旨
』
第
四
函
、
劉
世
明
、
十
年
一
月
二
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
二
画
、
毛
文
鐙
、
三
年
十
一
月
十
九
日
。

⑩
同
上
、
第
十
四
両
、
高
其
伯
、
四
年
六
月
十
九
日
。

⑥
同
上
、
り

　
　
　
　

々

　
　
　

四
年
九
月
二
日
。

⑩
同
上
、
第
八
画
、
晃
陸
、
四
年
五
月
二
十
日
。

⑩
幅
建
省
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
論
旨
』
第
二
画
、
毛
文
鐙
、
四
年

　

五
月
十
四
日
。
第
十
四
両
、
高
其
伸
、
四
年
六
月
十
九
日
。
沈
括
正
、
四

　

年
九
月
二
十
九
日
。
第
二
両
、
裴
律
度
、
四
年
六
月
四
日
な
ど
を
參
照
。

　

ま
た
重
田
、
前
掲
論
文
『
紀
要
』
四
七
四
？
八
頁
の
「
槍
米
風
潮
」
を
見

（
剛
）
『
論
旨
』
第
十
三
画
、
李
衛
四
年
六
月
一
日
。

＠
同
上
、
第
十
七
函
、
部
玉
麟
、
十
一
年
九
月
二
日
。

＠
同
上
、
第
十
六
励
、
趙
國
麟
、
十
年
五
月
二
十
五
日
。

＠
同
上
、
第
十
五
画
、
盾
蟹
豊
、
八
年
三
月
四
日
の
日
附
を
合
む
。

＠
同
上
、
第
二
画
、
毛
文
鐙
、
四
年
二
月
四
日
。

＠
同
上
、
第
十
五
函
、
瀋
鼓
豊
、
九
枚
裏
十
枚
表
、
日
附
な
し
。
八
九
年
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頃
。

⑩
同
上
、
第
十
四
爾
、
高
具
悼
、
五
年
七
月
十
日
。

＠
同
上
、
第
十
六
函
、
史
胎
直
、
七
年
八
月
二
日
、
お
よ
び
本
節
、
注
⑥

　

の
二
文
献
に
よ
っ
て
推
定
。

白
同
上
、
第
四
函
、
朱
綱
、
六
年
七
月
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
十
六
両
、
史
胎
直
、
七
年
八
月
二
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
函
、
祁
王
麟
、
十
一
年
八
月
四
日
。

⑨
同
上
、
第
二
函
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
十
四
日
。
第
八
函
、
災
陸
、
四

　

年
五
月
二
十
日
。

⑩
同
上
、
第
十
四
画
、
高
其
伸
、
四
年
十
二
月
二
十
日
。

⑩
本
節
、
注
○
の
第
一
文
献
に
同
じ
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
四
函
、
高
其
悼
、
四
年
七
月
二
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
六
函
、
甘
國
奎
、
二
年
七
月
二
十
四
日
。
な
お
こ
れ
が
い
わ

　

ゆ
る
「
棚
民
」
で
あ
る
。
棚
民
に
つ
い
て
は
別
個
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら

　

ぬ
。
史
料
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
第
十
三
函
、
李
衛
、
五
年
四
月
十
一
日
、

　

五
年
十
月
十
三
日
。
第
二
雨
、
裴
律
度
、
元
年
四
月
二
十
一
日
。
第
五
函
、

　

張
坦
麟
、
六
年
十
二
月
六
日
な
ど
１
　
照
。

⑩
同
上
、
第
十
三
画
、
李
術
、
四
年
十
二
月
二
日
。

＠
同
上
、
第
六
励
、
李
蘭
、
十
三
枚
表
、
日
附
な
し
。
七
年
頃
。

⑩
同
上
、
第
十
五
両
、
暉
済
布
、
二
年
六
月
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
二
函
、
毛
文
詮
、
四
年
二
日
四
日
。

⑩
同
上
、
第
十
四
画
、
高
其
伸
、
四
年
七
月
二
十
六
日
。
な
お
、
こ
の
日

　

附
の
奏
摺
に
は
「
塞
浦
地
廣
。
民
間
所
出
三
米
。
一
年
豊
収
。
足
供
四
五

　

年
之
用
」
と
い
っ
て
金
鴻
の
米
の
豊
か
さ
を
た
た
え
て
い
る
。

＠
同
上
、
第
五
両
、
常
甕
、
五
年
十
一
月
十
七
日
。

　

＠
同
上
、
第
十
四
雨
、
高
其
伸
、
四
年
九
月
二
日
。

　

⑩
同
上
、
第
十
七
両
、
祁
玉
麟
、
十
一
年
五
月
一
日
。

　

（
Ｅ
一
）
同
上
、
″

　
　
　
　

″

　
　

十
一
年
三
月
二
日
。
厦
門
と
皇
房
と
の

　

開
係
は
、
同
上
、
十
年
五
月
七
日
、
ま
た
第
四
画
、
朱
綱
、
六
年
八
月
一

　

日
に
も
見
え
る
。

　

＠
同
上
、
第
二
爾
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
四
日
。

　

⑩
同
上
、
第
八
函
、
具
陸
、
四
年
五
月
二
十
日
。

　

④
同
上
、
第
五
雨
、
索
琳
、
四
年
七
月
六
日
（
？
）
。

　

＠
同
上
、
第
十
四
両
、
高
其
偉
、
五
年
二
月
十
日
。
ま
た
同
上
、
四
年
十

　
　

一
月
二
十
八
日
參
照
。

七

　

各
省
間
に
お
け
る
米
穀
の
流
通

　

①
『
論
旨
』
第
三
画
、
黄
國
材
、
元
年
五
月
十
四
日
。

　

③
同
上
、
第
五
函
、
劉
世
明
、
七
年
一
月
二
十
五
日
。

　

③
同
上
、
第
十
六
函
、
史
胎
直
、
七
年
閏
七
月
二
十
四
日
。

　

④
同
上
、
り

　
　
　
　

″

　
　

七
年
十
二
月
二
十
四
日
。

　

⑤
同
上
、
第
十
七
函
、
祁
玉
麟
、
十
一
年
五
月
一
日
。

　

④
同
上
、
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
十
二
年
三
月
十
五
日
。

　

⑦
例
え
ば
、
同
上
、
第
一
画
、
楊
宗
仁
、
元
年
十
月
十
六
日
、
そ
の
他
に

　
　

例
腰
か
多
い
。

　

⑧
同
上
、
第
三
両
、
何
天
培
、
四
年
七
月
二
十
日
。

　

⑨
例
え
ぼ
、
北
省
で
の
二
番
の
凶
作
の
た
め
に
引
き
か
こ
さ
れ
た
、
雍
正

　
　

元
年
八
月
の
、
兵
科
掌
印
給
事
中
陳
世
優
の
湖
南
省
に
お
け
る
拝
買
、

　
　

（
同
上
、
第
十
二
両
、
魏
廷
珍
、
元
年
九
月
六
日
等
）
。
元
年
冬
、
科
臣
膠

　
　

況
の
江
西
省
に
お
け
る
六
萬
石
飴
の
探
買
（
同
上
、
第
二
函
、
裴
律
度
、

　
　

元
年
十
二
月
十
二
口
‥
［
］
。
二
年
四
月
ご
ろ
の
、
太
常
寺
少
卿
于
廣
の
湖
廣
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省
に
お
け
る
米
十
萬
石
の
拝
買
（
同
上
、
第
十
一
両
、
慶
元
、
十
一
枚
表
、

　

日
附
な
し
）
。

⑩
例
え
ぼ
、
同
上
、
第
五
両
、
常
資
、
五
年
二
月
十
日
。
第
四
両
、
傅
泰
、

　

七
年
二
月
二
十
四
日
。
第
十
六
画
、
楊
永
斌
、
十
一
年
十
一
月
九
日
な
ど

　

參
照
。

⑨
同
上
、
第
十
三
函
、
李
衛
、
六
年
十
一
月
二
十
二
日
。
公
費
・
公
項
に

　

つ
い
て
は
本
貌
、
岩
見
宏
氏
論
文
參
照
。

⑩
『
論
旨
』
第
二
雨
、
陳
時
夏
、
五
年
四
月
十
一
日
に
は
、
頴
建
省
か
ら

　

二
次
に
わ
た
っ
て
官
員
が
蘇
州
に
き
て
米
石
を
採
買
し
た
ほ
か
、
六
次
に

　

わ
た
っ
て
、
督
撫
の
亦
文
を
も
つ
た
商
販
が
末
蘇
し
て
江
廣
の
米
を
接
買

　

し
た
こ
と
を
傅
え
て
い
る
。
官
廳
か
招
商
採
責
す
る
例
の
一
つ
と
み
る
べ

　

き
で
あ
ろ
う
。
本
文
一
九
〇
頁
１
　
照
。

⑩
同
上
、
第
十
一
画
、
王
柔
、
八
十
六
枚
裏
、
日
附
な
し
。
十
二
年
頃
。

　

そ
の
ほ
か
、
第
十
二
両
、
魏
孤
珍
、
二
年
閏
四
月
十
九
日
に
み
え
る
、
巾

　

央
か
ら
科
臣
陳
世
錘
を
湘
南
に
遣
し
た
場
合
の
例
を
み
よ
。

⑩
同
上
、
第
十
七
両
、
邁
柱
、
十
二
年
九
月
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
十
四
画
、
高
其
伸
、
五
年
四
月
四
日
、
ま
た
、
第
十
六
雨
、

　

高
斌
、
八
年
三
月
一
日
に
も
、
「
新
穀
陛
登
。
則
民
間
不
揃
買
此
陳
米
。
求

　

轜
甚
難
」
と
い
っ
て
、
倉
米
出
穎
の
困
難
を
想
え
て
い
る
。

⑩
同
上
、
第
十
三
両
、
李
衛
、
九
年
四
月
二
日
。

⑥
『
浙
江
通
志
』
巻
七
十
七
、
積
貯
上
。

⑩
『
論
旨
』
第
二
画
、
陳
時
夏
、
五
年
四
月
十
一
日
。

⑩
同
上
、
第
十
三
函
、
李
衛
、
四
年
六
月
一
日
。

⑩
同
上
、
第
十
六
画
、
程
元
章
、
六
十
五
枚
表
、
日
附
な
し
。
十
一
年
頃
。

碧
同
上
、
第
十
四
函
、
一
両
其
偉
、
五
年
七
月
十
日
。

＠
同
上
、
第
一
両
、
楊
宗
仁
、
二
年
十
月
二
十
日
。

⑩
本
節
、
注
⑨
參
照
。

⑩
『
上
論
』
第
三
冊
、
元
年
十
月
二
十
六
日
。

⑩
同
上
、
・
第
二
両
、
裴
律
度
、
二
年
九
月
二
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
十
七
函
、
邁
柱
、
五
年
三
月
十
九
日
、
五
年
七
月
八
日
等
。

　

ま
た
、
江
西
省
南
部
の
吉
安
・
建
昌
・
翰
州
の
三
府
に
は
、
四
年
七
八
月

　

に
ヽ
陸
路
か
ら
す
る
禰
建
・
廣
夏
二
省
の
買
出
し
が
多
か
っ
た
（
同
上
、

　

第
二
画
、
裴
律
度
、
‘
四
年
六
月
四
日
、
四
年
七
月
三
日
、
同
上
第
六
励
、

　

汪
薇
、
四
年
八
月
一
日
）
。

⑩
同
上
’
、
第
六
画
、
李
蘭
、
三
枚
裏
、
日
附
な
し
。
殊
批
、
「
今
歳
。
江
西

　

収
成
。
侭
最
下
」
。

⑩
同
上
、
″

　
　
　

″

　
　

六
枚
裏
。

⑤
同
上
、
第
一
両
、
楊
宗
仁
、
二
年
四
月
十
三
日
。

⑩
同
上
、
第
十
二
爾
、
魏
廷
珍
、
元
年
十
一
月
二
十
五
日
。

◎
同
上
、
第
四
画
、
穎
敏
、
五
年
四
月
二
十
一
日
。

⑩
同
上
、
第
九
両
、
部
爾
泰
、
八
年
四
月
二
十
日
。

⑩
同
上
、
第
四
画
、
王
１
　
塵
、
二
年
八
月
二
十
日
。

＠
同
上
、
″

　
　
　

″

　
　
　

二
年
十
一
月
二
日
。

⑩
同
上
、
第
一
両
、
楊
宗
仁
、
元
年
十
月
十
六
日
、
殊
批
。

⑩
同
上
、
第
十
三
雨
、
李
衛
、
五
年
五
月
十
一
日
。

０
『
上
論
』
第
十
五
厨
、
五
年
九
月
三
日
。

＠
『
論
旨
』
第
四
画
、
朱
綱
、
五
年
九
月
二
十
六
日
。

⑩
同
上
、
第
十
三
画
、
李
崔
、
四
年
六
月
一
日
。

⑩
同
上
、
第
四
両
、
王
景
薗
、
二
年
十
一
月
二
日
。

○
同
上
、
第
十
八
画
、
趙
弘
恩
、
九
年
三
月
七
日
。
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⑩
同
上
、
第
五
函
、
法
敏
、
三
年
九
月
六
日
。
こ
れ
は
姦
牙
が
光
梶
と
串

　

通
し
て
商
人
の
貨
物
を
誘
編
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
邁
柱
も
別

　

に
「
楚
省
衝
途
。
亘
銀
甚
多
。
商
買
雲
集
。
乃
有
一
種
土
梶
・
牙
行
。
候

　

客
商
主
於
其
家
。
窺
伺
所
帯
資
本
。
或
勾
通
本
地
匪
類
。
或
督
串
本
家
雇

　

工
子
弟
。
深
夜
将
客
性
間
房
。
抱
洞
入
室
。
鎬
取
銀
雨
・
貨
物
。
俵
分
而

　

散
…
…
」
と
い
っ
て
、
そ
の
悪
ら
っ
振
り
を
な
じ
っ
て
い
る
（
第
十
七
函
、

　

邁
柱
、
六
年
十
月
二
十
日
）
。

⑩
同
上
、
第
十
七
函
、
邁
柱
、
十
年
二
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、
″

　
　
　

″

　

六
年
三
月
十
一
日
。

⑩
同
上
、
第
十
三
函
、
李
衛
、
四
年
五
月
十
日
。

（
聊
同
上
、
第
十
四
両
、
高
其
体
、
五
年
七
月
十
日
。

◎
同
上
、
第
十
三
函
、
李
衛
、
四
年
六
月
一
日
。

酋
前
注
に
同
じ
。

⑩
『
論
旨
』
、
″

　
　
　

″

　
　

五
年
五
月
十
一
日
に
所
引
の
同
知
・
谷
確

　

ら
の
報
告
。

⑩
注
◎
に
同
じ
。

＠
同
上
、
第
十
三
函
、
李
樹
、
五
年
五
月
十
一
日
。

◎
同
上
、
″

　
　

″

　
　

五
年
十
二
月
三
日
。

⑩
同
上
、
第
七
函
、
任
國
策
、
五
年
十
二
月
十
三
日
に
「
臣
看
得
。
重

　

（
重
慶
）
郡
兵
民
聚
處
。
戸
口
賞
繁
。
今
見
浙
楚
二
省
。
買
米
差
員
。
接
腫

　

而
至
。
外
販
又
涯
往
下
江
。
絡
輝
不
絶
。
」
と
あ
る
も
の
に
同
じ
。

＠
同
上
、
第
十
一
函
、
憲
徳
、
六
年
一
月
二
十
二
日
。

⑩
同
上
、
第
五
画
、
管
承
渾
、
六
年
二
月
六
日
。

⑩
同
上
、
第
十
三
両
、
李
衛
、
五
年
五
月
十
一
日
。

＠
『
上
諭
』
第
三
十
一
冊
、
十
一
年
一
月
五
日
と
、
『
論
旨
』
第
十
一
函
、

憲
徳
、
十
一
年
二
月
七
日
と
に
よ
る
。
上
者
は
「
米
價
梢
昂
」
と
し
、
後

者
に
は
「
米
價
頗
昂
」
と
す
る
。
頗
は
梢
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
も
使
わ

れ
る
語
で
あ
る
か
、
こ
こ
で
は
「
す
こ
ぶ
る
」
の
意
に
と
り
、
し
か
も
こ

の
方
を
採
用
し
て
か
く
。

⑩
上
注
に
み
え
る
憲
徳
の
奏
摺
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
七
爾
邁
往
、
十
年
二
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、

　

り

　
　
　
　

り

　
　
　

十
年
十
二
月
七
日
。
ま
た
、
十
一
年
十

　

一
月
九
日
の
條
に
も
み
え
る
。

＠
同
上
、
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
十
年
十
二
月
四
日
、
ま
た
第
十
一
函
、

　

喬
世
臣
、
十
一
年
二
月
十
三
日
。
後
者
に
よ
る
と
、
湖
廣
省
か
ら
米
を
浹

　

西
省
に
鐙
つ
た
こ
と
も
、
泌
冪
に
い
た
っ
た
理
由
の
一
つ
に
算
え
ら
れ
て

　

い
る
。
第
四
節
、
注
⑩
１
　
照
。

◎
同
上
、
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
十
一
年
二
月
十
日
。

＠
『
上
論
』
第
三
十
一
冊
、
十
一
年
一
月
五
日
。

図
本
節
、
注
台
に
同
じ
。

＠
『
論
旨
』
第
十
七
両
、
邁
柱
、
十
一
年
五
月
六
日
。

⑩
同
上
、

　

り

　
　
　

μ

　
　
　
　

十
二
年
五
月
十
五
日
。

＠
同
上
、

　

り

　
　
　

び

　
　
　
　

十
二
年
七
月
八
日
。

⑩
同
上
、

　

り

　
　
　

り

　
　
　
　

十
二
年
九
月
十
五
日
に
よ
る
と
、
湖
北
布

　

政
使
李
世
悼
か
ら
ま
た
泌
精
を
要
望
す
る
犀
が
出
て
い
る
。
探
用
さ
れ
な

　

か
っ
た
が
、
盛
ん
な
米
穀
の
搬
出
に
は
、
さ
す
か
の
湖
廣
省
も
弱
つ
て
い

　

た
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
同
上
、
第
十
一
両
、
喬
世
臣
、
十
一
年
四
月
十
五
日
。

⑩
同
上
、
第
二
爾
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
十
四
日
。

⑨
中
村
治
兵
衛
「
借
代
湖
廣
米
流
通
の
一
面
」
『
牡
會
紺
済
史
學
』
第
十
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八
巻
、
第
三
貌
（
一
九
五
二
）
、
五
四
頁
に
よ
る
。

⑩
『
論
旨
』
第
十
七
函
、
邪
弼
建
、
十
一
年
五
月
十
日
。
但
し
廣
東
の
例
。

廣
東
に
関
し
て
は
、
同
上
、
第
二
両
、
楊
文
乾
、
四
年
十
二
月
十
八
日
、

殊
批
中
に
も
、
「
設
負
販
小
人
輩
。
探
知
爾
意
欲
求
平
隷
。
但
斉
行
長
價
。

敷
日
印
可
建
其
願
矣
。
以
有
轟
之
食
糧
。
何
能
慮
無
厭
之
懇
求
。
」
と
あ

る
。
『
論
旨
』
や
『
上
論
』
に
は
、
他
に
も
二
三
「
斉
行
」
の
記
事
が
あ

⑩
同
上
、
第
十
八
両
、
趙
弘
恩
、
十
二
年
三
月
二
十
六
日
。

⑩
安
部
健
夫
「
清
代
に
お
け
る
典
富
業
の
趨
勢
」
『
羽
田
博
士
頌
壽
記
念
東

　

洋
史
論
叢
』
六
頁
。

⑩
同
上
、
第
二
函
、
何
天
培
、
元
年
五
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、
第
二
画
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
十
四
日
。

＠
同
上
、
第
十
四
画
、
高
其
体
、
四
年
七
月
十
八
日
。

⑩
同
上
、
第
二
両
、
陳
時
夏
、
五
年
四
月
十
一
日
。

⑩
本
節
、
注
⑩
に
同
じ
。

＠
『
浙
江
通
志
』
巻
八
十
一
、
漕
運
中
。

＠
と
く
に
『
論
旨
』
第
十
四
函
、
高
其
悼
、
四
年
十
一
月
二
十
八
日
。
ま

　

た
、
米
禁
の
さ
い
の
漁
船
の
食
米
に
つ
い
て
は
、
第
二
函
、
楊
琳
、
元
年

　

七
月
二
十
六
日
１
　
照
。

ｅ
同
上
、
第
十
八
函
、
趙
弘
恩
、
十
三
年
一
月
二
十
四
日
。

⑩
同
上
、
第
三
両
、
黄
國
材
、
元
年
九
月
十
一
日
、
元
年
十
一
月
九
日
、

　

二
年
三
月
二
十
六
日
、
二
年
十
一
月
二
十
六
日
。

＠
同
上
、
第
一
画
、
孔
硫
均
、
四
年
四
月
二
十
二
日
。
第
十
七
i
S
'
　
Ｉ
Ｓ
倆

　

建
、
十
二
年
四
月
八
日
に
は
「
雍
正
四
五
年
間
。
潮
郡
偶
歓
。
石
米
竟
至

　

三
四
雨
不
等
。
」
と
い
う
。

　
　

辱
同
上
、
第
二
函
、
毛
文
鐙
、
五
年
四
月
四
日
。

　
　

＠
同
上
、
。
り

　

’
ぴ

　
　
　

四
年
五
月
四
日
、
四
年
五
月
十
四
日
。

　
　

＠
同
上
、
第
二
両
、
裴
律
度
、
四
年
六
月
四
日
。

　
　

＠
同
上
、
第
二
函
、
毛
文
鐙
、
四
年
五
月
十
四
日
。

　
　

＠
同
上
、
第
二
両
、
裴
律
変
、
四
年
七
月
三
日
。
同
上
、
第
六
画
、
汪
混
、

　
　

四
年
八
月
一
日
。

　

⑩
同
上
、
第
十
七
画
、
部
禰
建
、
十
二
年
四
月
八
日
。

　

＠
同
上
、
第
二
函
、
楊
文
乾
、
四
年
七
月
二
十
六
日
。

　

＠
同
上
、
り

　
　
　

り

　
　
　

四
年
二
月
十
二
日
。

　

＠
同
上
、
第
一
函
、
孔
賦
殉
、
四
年
四
月
二
十
二
日
。

　

○
同
上
、
第
六
画
、
汪
酪
、
四
年
五
月
二
十
五
日
、
同
上
、
第
六
雨
、
甘

　
　

汝
末
、
四
年
七
月
三
日
。

　

ｅ
同
上
、
第
四
画
、
韓
良
輔
い
五
年
四
月
八
日
。

　

＠
同
上
、
第
六
函
、
甘
汝
床
、
五
年
六
月
二
十
四
日
殊
批
。

　

○
同
上
、
第
十
五
函
、
金
供
、
十
年
四
月
十
六
日
。

　

ｅ
同
上
、
第
九
画
、
那
爾
泰
、
八
年
四
月
二
十
日
。

　

⑩
同
上
、
第
四
画
、
何
世
基
、
四
年
四
月
八
日
。

　

j

　

1
0
0
野
田
勢
次
郎
『
中
支
那
及
南
支
那
』
三
二
五
頁
。

　

Ｃ

補
注
１

　

飯
米
に
は
主
と
し
て
粳
（
梗
）
米
・
和
米
が
用
い
ら
れ
た
の
に
對

　

し
、
酒
造
用
に
は
儒
米
か
用
い
ら
れ
た
。
酒
造
用
米
の
食
用
米
に
對
す
る
比
率

　

は
、
民
國
初
期
の
調
査
に
よ
る
と
、
四
川
省
に
つ
い
て
は
約
七
％
に
相
富
し
て

　

い
た
と
い
わ
れ
（
『
支
那
ノ
米
二
閥
ス
ル
調
査
』
九
頁
）
、
湖
南
省
に
つ
い
て
は

　

四
十
分
の
一
位
に
相
営
す
る
、
す
な
わ
ち
約
二
・
五
％
に
相
営
し
て
い
た
と
い

　

わ
れ
る
（
同
上
、
一
六
一
頁
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
酒
造
用
米
の
消
費
は
、
雍

　

正
時
代
に
あ
っ
て
も
量
的
に
み
て
大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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5
7
2
補
注
２

　

雍
正
時
代
の
廣
東
省
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
「
専
東
耕
種
禾
悒
。
較

　
　

之
別
省
更
早
。
是
以
有
清
明
得
雨
十
分
収
之
郷
諺
」
と
か
（
『
論
旨
』
第
二
函
、

　
　

楊
文
乾
、
六
年
三
月
二
日
）
、
「
専
東
天
気
温
和
。
農
家
播
種
甚
早
。
二
三
月
間

　
　

卸
係
青
黄
不
接
之
際
。
散
毎
歳
米
價
。
入
春
必
貴
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
（
同

　
　

上
、
第
七
函
、
王
士
俊
、
七
年
三
月
三
日
）
。

　
　

補
注
３

　

済
代
文
献
の
う
ち
に
は
時
お
り
「
民
屯
糧
米
」
「
民
屯
米
石
」
な
ど

　
　
　

の
言
葉
を
見
出
す
。
「
専
東
通
省
額
徴
民
屯
糧
米
三
十
二
萬
八
千
五
百
鎗
石
。

　
　
　

借
敷
支
放
兵
糧
（
『
論
旨
』
第
七
両
、
王
士
俊
、
七
年
四
月
二
十
日
）
。
「
専
東

　
　
　

額
徴
民
屯
糧
米
。
原
以
支
放
兵
将
」
（
同
上
、
王
士
俊
、
七
年
十
一
月
十
日
）
。

　
　
　

「
其
額
徴
励
か
和
會
現
今
州
髄
収
汽
悉
皆
本
色
」
（
同
上
、
第
十
七
雨
、
祁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○

　
　

ｉ
ｉ
ｉ
ｉ

　
　

玉
麟
、
七
年
十
二
月
二
十
七
日
）
。
「
専
東
一
省
、
徴
牧
民
屯
糧
米
。
支
店
本
省

　
　

兵
食
」
（
同
上
、
第
十
六
励
、
楊
永
斌
、
十
年
七
月
十
日
）
な
ど
か
そ
れ
で
あ

　
　

る
。
こ
の
場
合
の
民
屯
糧
米
と
は
、
た
と
え
ば
藍
鼎
元
『
鹿
州
公
案
』
巻
上
「
五

　
　

瞥
兵
食
」
の
條
に
、

　
　
　

潮
陽
一
肌
。
歳
徴
民
米
・
軍
屯
（
米
）
一
萬
一
千
蓉
石
。
配
給
海
門
・
逢
濠
・

　
　
　

湖
陽
・
恵
来
・
潮
州
城
守
五
管
兵
食
。
無
有
存
者
。

　
　

と
あ
る
民
米
と
屯
米
と
の
こ
と
で
、
要
す
る
に
［
凡
成
痘
漕
船
。
例
于
州
螺
民

　
　

地
徴
十
之
七
。
衛
所
軍
地
徴
十
之
三
。
給
備
料
價
。
其
有
不
敷
。
於
江
寧
各
他

　
　

か
和
。
毎
石
協
済
銀
一
銭
…
…
」
と
い
う
場
合
の
（
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
四
十

　
　

三
、
國
用
考
、
漕
超
、
河
船
）
、
民
地
‥
民
田
、
軍
地
‥
軍
田
か
ら
の
飯
収
米
の

　
　

意
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
種
の
民
米
（
屯
米
）
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
存
留

　
　

糧
の
大
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

補
注
４

　

江
南
の
蘇
州
・
松
江
二
府
、
浙
江
の
嘉
興
・
湖
州
二
府
の
賦
稔
が
全

　
　

國
各
地
の
中
で
も
特
に
重
か
？

　
　

を
根
掻
に
し
て
、
前
後
十
年
に
屯
わ
た
っ
て
、
頑
強
に
洪
武
帝
に
對
抗
し
た
結

果
だ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
洪
武
帝
は
、
士
誠
の
平
定
後
、
そ
の
抵
抗
に
對

す
る
腹
い
せ
と
し
て
、
こ
の
地
方
の
富
民
の
田
を
籍
し
て
官
田
と
し
、
し
か
も

こ
れ
ま
で
の
高
率
な
私
租
を
按
じ
て
税
額
と
し
た
か
、
こ
の
非
道
な
苛
政
を
清

朝
が
そ
の
ま
ま
襲
い
っ
い
だ
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
『
論
旨
』

第
十
三
雨
、
李
楷
、
四
年
十
一
月
某
日
、
『
上
論
』
第
十
六
冊
、
五
年
十
月
二
十

七
日
、
明
芭
濠
『
雲
間
節
目
抄
』
巷
四
、
記
賦
役
等
）
。
し
か
も
こ
の
鮎
に
お

い
て
江
浙
二
省
の
地
は
、
軽
賦
を
も
っ
て
聞
え
、
「
升
合
の
軽
微
な
銭
糧
を
納
め

る
だ
け
」
と
か
（
本
文
一
四
五
頁
）
、
「
四
川
州
駆
。
競
糧
甚
少
」
な
ど
と
い
わ
れ

た
四
川
省
と
著
し
い
對
照
を
な
す
（
『
上
論
』
第
十
六
冊
、
五
年
十
月
二
十
七
日
）
。

補
注
５

　

穀
（
も
み
ご
め
）
と
米
と
の
量
的
な
開
係
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
こ

　

と
が
い
か
れ
て
い
る
。
「
積
穀
の
場
合
は
粒
が
大
で
殼
が
厚
い
か
ら
、
毎
穀
一

　

石
で
米
五
斗
を
心
け
れ
ば
好
穀
に
賜
し
、
粟
穀
の
場
合
は
、
粒
か
細
か
く
て
殼

　

が
薄
い
か
ら
、
新
穀
一
石
か
ら
岑
を
倣
く
こ
と
六
斗
飽
に
至
る
も
の
が
あ
り
、

　

そ
の
倉
穀
の
存
貯
し
て
日
久
し
い
も
の
は
、
米
に
碩
く
と
糠
栖
が
や
や
多
く
、

　

五
斗
六
七
升
に
至
る
者
は
好
穀
に
馬
す
る
」
と
（
『
論
旨
』
第
十
両
、
田
文
鏡
、

　

七
年
七
月
四
日
）
。
巌
密
に
い
う
と
こ
の
よ
う
に
、
品
種
に
よ
り
、
場
合
に
よ

　

っ
て
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
定
の
換
算
率
と
し
て

　

は
、
草
に
米
（
稲
米
・
粟
米
）
の
み
な
ら
す
、
沓
や
豆
に
つ
い
て
も
、
一
律
に

　

責
一
對
穀
二
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
同
上
、
第
五
両
、
法
敏
、
五
年
五

　

月
十
一
日
）
。
な
お
田
文
鏡
が
、
一
米
に
對
す
る
二
穀
の
う
ち
に
は
損
耗
分
も

　

含
ま
れ
て
お
り
、
賞
際
に
は
米
一
石
を
と
る
に
は
穀
一
石
六
七
斗
で
よ
い
と
い

　

う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
（
同
上
、
第
十
画
、
九
年
十
月
二
十
六
日
）
、

　

と
く
に
「
粟
米
」
に
つ
い
て
の
登
言
な
の
で
あ
ろ
う
。

補
注
６

　

米
船
・
糧
般
が
撫
斤
を
密
運
し
、
箆
船
が
と
く
に
そ
の
回
空
の
際
の

　

屋
鎗
用
と
し
て
米
穀
を
積
載
す
る
こ
と
は
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
よ
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う
で
あ
る
。
前
者
の
一
例
と
し
て
は
「
川
省
和
抑
往
往
爽
帯
抑
１
０
及
痙
禁
之
物
」

　
　

と
い
わ
れ
た
も
の
を
（
『
上
論
』
第
十
五
冊
、
五
年
九
月
三
日
）
、
後
者
の
例
の
著

　
　

し
い
も
の
と
し
て
は
、
雍
正
八
年
に
「
淮
商
の
湖
廣
米
三
十
萬
を
淫
ん
で
港
途

　
　

に
告
る
こ
と
を
准
し
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
王
慶
雲
『
煕
朝

　
　

紀
政
』
巻
六
、
紀
鄙
穀
協
済
）
。
湖
廣
は
、
そ
の
一
部
が
川
盛
・
淮
螢
井
鎗
の

　
　

地
で
あ
っ
た
ほ
か
は
、
淮
聳
の
行
鎗
匝
域
で
あ
？

　

補
注
７

　

長
江
を
上
下
す
る
舶
舶
の
動
き
は
、
水
位
の
高
下
と
風
信
の
い
か
ん

　
　

と
に
よ
っ
て
著
し
い
影
響
を
受
け
た
。
長
江
上
流
に
つ
い
て
の
本
文
所
見
の
も

　
　

の
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
「
毎
年
六
七
八
三
個
月
。
江
水
乏
深
。
上
下
客
船
稀
少
。

　
　

貨
租
不
及
春
冬
二
季
」
と
か
（
『
論
旨
』
第
四
両
、
馬
會
伯
、
五
年
四
月
十
八

　
　

日
）
、
「
今
年
秋
中
。
江
水
平
順
。
未
曾
脹
溢
。
毎
年
商
船
。
冬
春
乗
江
涸
始
下

　
　

者
。
今
秋
先
到
者
甚
多
」
と
か
（
第
十
二
両
、
魏
廷
珍
、
七
年
十
月
二
十
五

　
　

日
）
、
「
長
江
挽
運
。
原
馬
顔
除
。
夏
季
南
風
。
不
能
前
進
」
な
ど
と
言
わ
れ
て

　
　

い
る
通
り
で
あ
る
（
第
四
両
、
謝
賜
履
、
二
年
閏
四
月
四
日
）
。
な
お
つ
い
で

　
　

な
が
ら
、
海
運
の
み
な
ら
す
、
江
運
・
河
運
を
も
支
配
し
た
い
わ
ゆ
る
季
節
風

　
　

の
吹
き
方
は
、
菌
暦
的
に
こ
れ
を
表
現
す
れ
ば
、
ま
す
そ
の
年
の
「
八
月
の
末

　
　

に
」
北
風
が
起
り
初
め
る
（
第
十
三
画
、
李
衛
、
五
年
一
月
十
七
日
）
。
「
霜
降

　
　
　

（
九
月
中
気
）
以
後
」
に
な
る
と
、
運
河
で
い
う
な
ら
、
西
北
風
が
多
く
な
り

　
　

て
、
南
船
が
北
に
束
ら
れ
な
く
な
る
（
第
十
爾
、
田
文
鏡
、
六
年
十
月
二
十
七

　
　

日
）
。
年
が
明
け
て
「
立
春
。
（
正
月
節
気
）
以
後
」
に
は
漸
く
南
風
か
で
る
（
第

　
　

十
三
画
、
李
備
、
五
年
一
月
十
七
日
）
。
「
入
夏
（
立
夏
・
四
月
節
気
）
以
来
」
、

　
　

淫
河
の
地
方
で
は
東
南
風
が
競
い
（
前
出
、
田
文
鏡
）
、
「
夏
至
（
五
月
巾
気
）

　
　

の
後
」
に
な
る
と
南
風
が
盛
ん
に
登
す
る
（
前
出
、
李
衛
、
ま
た
四
年
六
月
一

　
　

日
）
。
「
春
夏
、
南
風
盛
ん
に
登
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
た
ゆ
え
ん
の
も
の
に
外

5
7
3

　

な
ら
な
い
（
第
十
七
両
、
部
禰
逢
、
十
二
年
十
月
八
日
）
。
だ
か
ら
例
え
ば
江

　

浙
か
ら
幅
建
に
物
賓
を
海
運
し
よ
う
と
思
え
ば
、
お
そ
く
と
も
「
冬
末
春
初
、

　

北
風
多
有
の
時
に
越
じ
て
開
行
運
閔
」
せ
ね
ば
な
ら
な
か
？

　

十
四
画
、
高
其
悼
、
四
年
十
一
月
二
十
八
日
、
四
年
十
二
月
二
十
日
）
。

補
注
８

　

船
隻
の
米
の
積
載
量
は
船
種
・
船
型
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

漕
船
の
場
合
は
、
元
末
は
毎
船
、
正
耗
米
五
百
石
と
土
宜
（
土
産
物
）
六
十
石

と
を
載
蓮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
、
雍
正
七
年
に
は
そ
の
土
宜
を
堵
し
て

百
石
と
し
、
八
年
に
は
さ
ら
に
こ
れ
を
百
二
十
石
と
し
た
。
（
乾
隆
末
に
は
こ

れ
が
計
二
百
石
に
ま
で
な
る
）
。
計
六
百
石
前
後
が
表
向
き
の
積
載
量
と
な
ク

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
千
石
積
み
に
改
装
し
て
は
と
い
う
議
論
（
責
現
せ
す
）

を
出
し
た
部
爾
泰
の
言
葉
に
、
「
糧
嫂
著
式
。
船
身
雖
廣
閲
長
大
。
而
毎
船
所
装

額
米
不
過
六
百
石
」
と
い
う
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
『
論
旨
』
第
八
両
、
二
年
七

月
二
十
四
日
）
。
し
か
し
責
際
は
米
そ
の
他
の
貨
物
を
も
っ
と
鈴
分
に
積
み
こ

む
の
か
普
通
で
あ
？

萬
石
の
漕
糧
が
運
べ
る
（
『
論
旨
』
第
十
両
、
李
衛
、
四
年
十
一
月
二
十
日
？
）
、

つ
ま
り
毎
船
七
・
八
百
石
は
積
め
る
と
考
え
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
責
際

的
な
積
載
量
に
ち
か
い
。
商
船
と
も
な
る
と
、
今
度
は
無
理
に
も
積
載
し
よ

う
と
す
る
傾
向
か
強
く
な
る
。
例
え
ば
乾
隆
五
十
年
の
上
論
に
、
「
幇
船
（
―
漕

船
）
毎
隻
運
米
。
不
過
五
百
飽
石
。
商
販
船
隻
。
載
米
至
千
百
石
者
。
其
船
倚

不
及
漕
般
之
牛
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
（
『
光
緒
大
清
會
典
事
例
』
巻
二
百
二
、

戸
部
、
漕
運
）
。
揚
子
江
を
上
下
す
る
商
船
・
民
船
の
米
の
積
載
量
は
、
一
般

的
に
み
て
、
毎
船
千
石
に
は
逢
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
魏
廷

珍
か
民
船
一
百
四
十
五
徳
を
雇
っ
て
十
萬
石
の
湖
南
米
を
運
び
出
せ
る
、
つ
ま

’
り
毎
船
約
七
百
石
は
積
め
る
と
計
算
す
る
と
き
（
『
論
旨
』
第
十
二
画
、
魏
廷
珍
、

　

元
年
十
二
月
二
十
日
）
、
彼
の
念
頭
を
去
床
し
た
計
算
基
準
は
、
民
船
の
常
例

　

的
な
そ
れ
で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
漕
船
の
賓
際
的
な
積
載
量
に
し
か
過
ぎ
な

-
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
米
の
積
載
量
も
、
海
船
に
な
る
と
に
わ
か
に
大
き

　
　

く
な
る
。
毎
船
、
米
三
千
石
よ
り
一
千
五
百
石
に
至
っ
て
等
し
が
ら
ざ
る
を
装

　
　

載
す
る
と
か
（
清
鐘
碕
『
皇
朝
玖
屑
録
』
悠
二
十
九
、
漕
涯
、
所
引
『
海
翌
全

　
　

書
』
）
、
毎
船
二
三
千
石
不
等
を
載
す
べ
し
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で

　
　

あ
る
（
清
競
泳
『
履
園
叢
話
』
悠
四
、
水
學
、
協
済
）
。

　
　

補
注
９

　

米
禁
を
干
犯
す
る
姦
牙
が
い
た
と
い
わ
れ
る
蘇
州
の
楓
微
か
、
や
が

　
　

て
「
楓
橋
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
乾
隆
十
三
年
刊
『
蘇
州
府

　
　

志
』
悠
十
八
、
軍
制
、
蘇
州
城
守
瞥
の
項
の
割
り
注
に
、
蘇
州
閻
門
外
に
あ
っ
て

　
　

千
總
（
上
級
下
士
官
格
）
が
管
轄
し
て
い
た
唯
一
の
汎
地
の
こ
と
を
ｏ
　
　
ｏ
汎

　
　

と
も
い
い
、
楓
橋
汎
と
も
い
っ
て
い
る
事
賞
に
よ
っ
て
疑
う
べ
く
も
な
い
。
楓

　
　

銀
は
お
そ
ら
く
楓
橋
微
の
省
略
形
で
あ
ろ
う
。
楓
橋
微
と
熟
し
た
例
は
、
私
の

　
　

倉
卒
な
楡
索
の
か
ぎ
り
で
は
ま
だ
見
富
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
『
蘇
州
府
志
』
悠

　
　

十
九
、
郷
都
の
條
に
は
、
楓
橋
を
「
市
」
の
う
ち
に
學
げ
て
い
る
。
市
と
微
と

　
　

の
関
係
は
、
加
藤
繁
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
（
宋
代
に
は
）
鋲
が
大
き
く
、
市
が
小

　
　

さ
か
っ
た
の
で
、
微
を
升
せ
て
脈
と
し
、
微
を
下
し
て
市
と
し
、
若
し
く
は
市

　
　

を
升
せ
て
微
と
ナ
る
こ
と
も
麿
行
わ
れ
た
」
と
い
う
（
『
支
那
経
済
史
考
誼
』
上
、

　
　

四
一
〇
頁
）
。
『
蘇
州
府
志
』
の
編
者
は
か
え
っ
て
、
郷
・
都
の
あ
と
に
ま
す
市

　
　

を
、
つ
い
で
銀
を
、
最
後
に
村
を
あ
げ
、
例
え
ぼ
臭
脈
に
つ
い
て
も
、
市
で
は

　
　

月
城
（
釣
橋
・
渡
鮒
橋
附
近
）
お
よ
び
楓
橋
と
い
う
最
も
繁
華
ら
し
い
二
ヵ
所

　
　

を
、
微
で
は
横
塘
以
下
の
、
繁
華
さ
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
ら
し
い
敷
力
所
を

　
　

挙
げ
て
い
る
。
ま
た
雍
正
十
一
年
刊
『
寧
波
府
志
』
巷
八
、
城
障
の
條
に
も
、

　
　

市
’
銀
・
村
の
順
序
で
地
名
の
記
載
が
あ
る
。
（
も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
、
微

　
　

の
戮
が
極
め
て
少
な
く
、
例
え
ば
小
渓
市
か
小
渓
微
の
ほ
か
に
あ
っ
て
、
市
・

　
　

微
間
の
複
雑
な
開
係
を
暗
示
し
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
記
載
法
は
、
市
が
銀
よ

　
　

り
も
大
き
く
、
た
と
え
面
積
的
に
よ
り
大
き
く
は
な
い
ま
で
も
、
市
場
的
に
よ
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”
ｙ
繁
華
･
ｆ
ｃ
≪
と
こ
＆
だ
と
４
≪
＾
≪
＾
賞
の
認
定
ｓ
上
ｙ
.
立
ワ
て
ｉ
た
も
の
で
あ
ろ
う
・

　
　

二
つ
の
逢
っ
た
見
方
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
正
し
く
、
ど
ち
ら
か
間
違
っ
て
い
る

　
　

の
か
急
に
は
判
定
か
っ
か
な
い
。
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
正
し
く
、
一
見
互
い
に

　
　

違
う
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
時
世
の
前
後
に
よ
る
語
義
の
髪
蓬
を
反
映
し
て
い

　
　

た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
市
と
銀
と
は
極
め
て
密

　
　

接
な
関
係
に
あ
る
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
地
が
確
賞
に
楓
橋
市
と
呼
ば

　
　

れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
地
か
ま
た
、
い
っ
の
時
に
か
楓
橋
倣
と
呼
ば
れ

　
　

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
見
て
も
恐
ら
く
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
楓
橋
繊
が
楓
銀

　
　

と
省
略
形
で
い
か
れ
る
こ
と
は
、
滸
璧
♀
許
市
）
閥
を
し
ぼ
し
ば
滸
関
と
い
う

　
　

の
と
一
例
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
有
り
易
い
こ
と
に
風
す
る
。

　
　
　

楓
橋
あ
る
い
は
楓
銀
は
、
蘇
州
府
城
の
西
北
部
に
あ
る
開
門
の
正
西
七
里
の

　
　

地
鮎
に
あ
ク
た
。
い
わ
ゆ
る
閻
門
外
一
帯
の
地
－
北
寄
り
は
虎
邱
か
ら
西
寄

　
　

り
は
楓
橋
に
お
よ
ぷ
一
圓
の
地
域
は
、
未
元
以
来
、
と
く
に
明
代
以
来
、
城
内

　
　

の
ど
こ
に
も
増
し
た
繁
華
さ
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
地
域
が
大
蘇
州

　
　

の
商
業
地
孤
で
も
あ
り
、
娯
銀
地
孤
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
工
業

　
　

匝
域
と
し
て
も
異
常
な
活
況
を
呈
し
、
と
り
わ
け
絹
絲
布
工
業
の
盛
ん
で
あ
っ

　
　

た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
圓
閣
外
一
帯
。
地
方
遼
閲
。
各
匠
敷
盈
萬
徐
」
と
か

　
　

（
『
諭
旨
』
第
十
三
函
、
李
衛
、
七
年
十
二
月
二
日
）
、
「
蘇
州
閻
門
外
一
帯
。
充

　
　

包
頭
者
共
有
三
百
四
十
像
人
。
設
立
瑞
坊
四
百
五
十
鈴
處
…
…
」
な
ど
と
傅
久

　
　

ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
李
衛
、
八
年
七
月
某
日
？
）
。
中
で
も
虎
邱
と
前

　
　

後
山
塘
と
は
、
一
面
、
江
寧
の
秦
淮
河
、
揚
州
の
天
寧
門
外
平
山
堂
に
勝
る
と

　
　

も
劣
ら
な
い
「
酔
郷
」
と
し
て
著
聞
す
る
と
同
時
に

　

（
清
競
泳
『
履
園
叢
話
』

　
　

巻
七
、
酔
郷
）
、
他
面
「
貨
物
も
ま
た
阜
く
、
乃
ち
入
蘇
の
間
道
な
り
」
と
い

　
　

わ
れ
る
商
業
上
の
要
地
で
も
あ
っ
た
（
清
顧
炎
武
『
天
下
郡
國
利
病
芦
－
第
四

5
7
5

　

冊
、
蘇
州
府
上
、
長
洲
籐
、
郊
聚
』
。
し
か
も
こ
の
間
道
に
對
す
る
「
入
蘇
の

心
か
」
と
し
て
「
商
賀
０
餅
集
」
す
る
と
こ
ろ
と
な
ク
て
≪
｡
た
も
０
こ
そ
、
問

題
の
楓
橋
に
外
な
ら
な
い
（
同
上
參
照
）
。
明
末
の
こ
と
で
あ
る
。
倭
警
急
を

告
げ
る
に
お
よ
ん
で
、
蘇
州
府
城
閻
門
外
の
要
地
を
城
郭
を
築
い
て
防
護
し
よ

う
と
い
う
議
論
が
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
さ
い
、
そ
の
外
城
壁
に
包
合
さ
る
べ

き
地
域
の
西
端
は
や
は
り
こ
の
楓
橋
で
あ
っ
た
。
’
外
城
壁
は
で
き
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
こ
の
挿
話
は
よ
く
蘇
州
に
對
す
る
楓
橋
の
重
要
さ
を
物
語
っ
て
い
よ

う
（
『
利
病
書
』
第
五
冊
、
蘇
州
府
下
、
関
西
築
城
論
〔
劉
鳳
〕
）
。
清
代
雍
正

期
前
後
に
も
ま
だ
、
閣
門
外
一
帯
の
繁
架
か
績
い
て
い
た
こ
と
は
、
た
ま
た
ま

李
衛
ら
の
奏
疏
の
う
ち
に
、
「
蘇
州
城
外
煙
火
百
萬
戸
。
除
楓
橋
千
總
。
並
無

別
貝
弾
脂
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
で
も
明
白
で
あ
る
（
『
論
旨
』
第
十
三
画
、
李
衛
、

八
年
七
月
某
日
？
）
。
上
下
塘
・
南
北
濠
・
前
後
山
塘
・
楓
橋
な
ど
を
含
む
こ

の
地
匝
に
は
、
賞
に
敷
百
萬
の
大
人
口
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
た
も
の
と
見
え

る
。
（
な
お
蘇
州
の
西
北
二
十
五
里
に
あ
る
滸
壁
間
も
時
に
は
「
閻
門
外
要
衝
。

莫
若
滸
屋
」
な
と
い
っ
て
、
間
門
外
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て
い
る
〔
『
利
病
書
』

第
四
厨
、
蘇
州
府
上
、
長
洲
駆
、
郊
聚
〕
。
百
萬
戸
の
う
ち
に
は
、
少
し
く
遠

目
な
が
ら
も
、
あ
る
い
は
こ
の
地
の
戸
敷
ｉ
）
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
）
。
ゆ
ら
い
蘇
州
は
亘
商
大
賀
の
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
例

え
ば
浙
省
の
捷
商
あ
り
（
『
論
旨
』
第
十
三
函
、
李
衛
、
六
年
八
月
二
十
四
日
）
、

湖
州
出
身
の
洋
商
あ
り
（
同
上
、
李
衛
、
六
年
九
月
二
十
五
日
）
、
頴
建
の
客

商
あ
り
（
同
上
、
第
三
両
、
何
天
培
、
元
年
五
月
二
十
四
日
）
で
、
他
省
出
身

の
亘
商
が
多
く
こ
の
地
に
本
節
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
特
徴
的
だ
が
、
こ
れ
ら

も
概
し
て
聞
門
外
、
と
く
に
後
這
の
ど
う
な
特
定
の
諸
地
匝
に
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

楓
橋
は
要
す
る
に
、
滸
墜
間
と
相
呼
底
し
な
が
ら
、
蘇
州
城
・
内
へ
の
正
道
の

門
戸
と
な
っ
て
い
た
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
楓
橋
と
蘇
州
、
と
い
う
よ
り
は
、
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「
京
省
商
買
の
集
ま
る
所
の
處
」
と
い
わ
れ
た
そ
の
城
外
・
月
城
地
匿
や
（
『
蘇

　
　

州
府
志
’
』
巷
十
九
、
郷
都
）
、
「
客
商
の
聚
集
も
っ
と
も
多
し
」
と
い
わ
れ
た
同

　
　

じ
城
外
の
南
濠
地
冨
（
上
出
『
諭
旨
』
何
天
培
）
な
ど
總
じ
て
蘇
州
の
商
人
街

　
　

と
の
機
能
的
な
関
係
は
、
「
廣
東
省
城
。
洋
商
舶
買
雲
集
。
而
一
庖
貨
物
。
倶
在

　
　

南
海
話
屑
之
佛
山
微
貿
易
。
該
銀
綿
延
十
翰
里
。
煙
戸
十
像
萬
。
五
方
雑
處
」

　
　

と
い
わ
れ
る
場
合
の
（
・
『
論
旨
』
第
十
六
函
、
楊
永
斌
、
十
一
年
三
月
四
日
）
、

　
　

佛
山
微
と
廣
州
と
の
関
係
に
似
て
、
し
か
も
そ
れ
を
何
屑
倍
か
大
げ
さ
に
し
た

　
　

も
の
と
考
え
て
お
け
ば
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
楓
橋
が
も
し
銀
で
あ
っ
た
と
す

　
　

る
な
ら
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
四
大
微
（
河
南
朱
仙
・
江
西
景
徳
・
廣
東
佛
山

　
　

・
湖
北
漢
ロ
）
を
も
し
の
ぐ
大
獄
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

楓
橋
に
お
け
る
最
も
活
溌
な
取
り
引
き
貨
物
は
、
『
蘇
州
府
志
』
泰
十
九
、

　
　

郷
都
、
笑
螺
、
市
の
條
に
。

　
　
　

在
閻
門
西
七
里
。
地
興
長
邑
（
長
洲
話
）
合
治
。
錫
水
陸
孔
道
。
販
貿
所
集

　
　
　
　

（
清
顧
組
禍
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
巷
二
十
四
、
南
直
六
、
蘇
州
府
、
楓
橋
の

　
　
　

條
に
は
「
今
錫
水
陸
孔
道
。
商
民
錨
聚
於
此
」
と
す
る
）
。
有
豆
市
・
米
市
。

　
　
　

有
千
總
駐
防
。

　
　

と
あ
る
の
か
ら
察
す
る
と
、
豆
と
米
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
米
に
っ

　
　

い
て
は
本
文
所
引
の
諸
例
の
ほ
か
、
明
代
に
つ
い
て
も
例
え
ぼ
『
利
病
書
』
第

　
　

五
厨
、
蘇
州
府
下
、
三
災
の
水
利
に
関
す
る
記
事
の
巾
に
、
「
且
如
商
買
従

　
　

長
沙
販
米
。
紺
年
累
月
。
渉
歴
風
濤
。
只
是
欲
得
米
。
孜
不
餅
銀
苦
。
今
在
平

　
　

河
載
土
。
近
處
扮
泥
。
得
一
船
印
是
一
船
之
米
。
得
萬
船
印
是
萬
船
之
米
」
と

　
　

い
っ
て
い
る
。
湖
南
米
の
活
溌
な
移
入
ぶ
り
を
し
の
ば
せ
る
に
足
る
。
豆
に
っ

　
　

い
て
は
、
安
徽
蕪
湖
開
に
関
係
し
て
で
は
あ
る
か
、
雍
正
期
の
同
開
の
「
鎖
む

　
　

と
こ
ろ
の
者
は
、
湖
廣
の
豆
船
の
紛
集
し
て
以
っ
て
課
稔
を
盆
す
」
に
あ
？

　
　

。
と
い
わ
れ
る
（
『
論
旨
』
第
十
二
酌
、
魏
廷
珍
、
五
年
十
一
月
十
九
日
）
。
霊
然
、

江
蘇
に
も
湖
廣
の
豆
船
が
来
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
江
南
の
貨
船
が
、
返
り
荷

と
し
て
青
白
二
豆
を
多
く
山
東
省
か
ら
移
入
し
た
こ
と
も
際
立
っ
た
事
賞
で
あ

る
（
同
上
、
第
十
五
函
、
岳
溶
、
十
二
年
八
月
八
日
）
。
こ
れ
ら
の
米
や
豆
の

か
そ
ら
く
常
時
の
中
国
に
お
け
る
最
大
の
集
散
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
の
が
、

蘇
州
の
楓
橋
市
（
銀
）
で
あ
う
た
と
思
わ
れ
る
で
あ
る
。

　

現
在
の
楓
橋
は
見
る
影
も
な
い
一
寒
村
に
す
ぎ
な
い
。
い
な
蘇
州
自
体
か
被

済
的
に
は
過
去
の
都
會
で
、
は
や
く
民
國
初
期
に
あ
っ
て
も
、
「
蘇
州
二
於
ケ

ル
商
業
区
域
ハ
狭
溢
ニ
シ
テ
宏
壮
ナ
ル
被
管
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
不
便
ナ
リ
・
・
・
・
・
・
本

港
ノ
勢
力
範
圃
ハ
宮
地
附
近
四
郷
、
八
銀
及
常
熟
・
無
錫
・
常
州
・
丹
陽
地
方

二
過
キ
ス
」
な
ど
と
槻
測
さ
れ
て
い
た
（
大
正
十
年
、
外
務
省
通
商
局
『
蘇
杭

事
情
』
九
頁
）
。
蘇
州
と
く
に
楓
橋
に
對
す
る
打
撃
の
第
一
弾
は
、
千
八
百
四

十
年
代
、
五
港
開
放
の
結
果
と
し
て
引
き
か
こ
さ
れ
た
上
海
市
場
の
捺
頭
と
そ

の
隆
盛
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
あ
る
程
度
ま
で
市
場
と
し
て
の
繁
栄
を
奪
わ
れ

た
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
打
撃
の
第
二
弾
と
し
て
の
太
平
天
國
の
乱
に
よ
る
破
鏡

が
っ
づ
い
た
。
煙
火
百
萬
戸
を
誇
っ
た
閻
門
外
の
繁
華
街
も
一
時
は
跡
方
も
な

く
な
り
、
そ
の
回
復
の
力
も
、
つ
い
に
そ
の
西
漫
の
楓
橋
ま
で
は
及
ば
な
か
っ

た
。
「
米
・
參
・
大
豆
・
小
豆
・
菜
種
等
ノ
産
地
並
取
引
中
心
地
ニ
シ
テ
此
等

ノ
問
屋
多
ク
、
賞
二
雄
糧
ノ
集
散
地
ト
シ
テ
ハ
江
南
第
一
ト
認
メ
ラ
ル
」
と
い

わ
れ
る
近
時
の
無
錫
の
繁
栄
は
（
同
上
、
二
頁
）
、
正
し
く
か
っ
て
の
楓
橋
市

の
遺
構
を
つ
い
で
の
そ
れ
と
見
て
よ
い
。
つ
い
で
蘇
州
は
、
杭
州
な
ど
と
は
違

っ
て
第
丁
第
二
の
革
命
の
・
戦
乱
に
よ
っ
て
も
少
な
か
ら
ぬ
打
撃
を
う
け
た

　

（
同
上
、
六
二
頁
）
。
楓
橋
豆
米
市
場
の
繁
栄
も
完
全
に
過
去
の
語
り
草
と
な

り
、
上
海
お
よ
び
無
錫
が
こ
れ
に
代
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　

「
語
り
草
」
と
は
い
へ
語
り
徽
か
れ
て
い
る
な
ら
ま
だ
し
も
な
の
で
あ
る
。

楓
銀
・
楓
橋
市
の
こ
と
は
、
今
ま
で
は
す
っ
か
り
忘
却
の
淵
に
迢
い
や
ら
れ
て
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577

い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
こ
の
倶
市
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
近
世
巾
國
商
業
史
の
究
明
に
と
っ
て
の
、
必
要
に
し
て
侠
く
べ
か
ら
ざ
る

前
提
條
件
の
一
つ
を
な
す
。
無
錫
↓
上
海
市
場
が
も
し
、
商
業
史
的
に
み
て
近

代
な
い
し
は
現
代
中
國
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
蘇
州
楓
橋
市
場
こ

そ
は
、
確
か
に
宋
代
以
来
の
近
世
中
國
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
明
清
時
代
の
経
済
史
料
に
精
通
す
る
、
そ
れ
も
で
き
る
こ

と
な
ら
若
手
の
歴
史
家
の
手
に
よ
っ
て
、
一
日
も
は
や
く
、
こ
の
楓
橋
市
の
市

場
機
構
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
の
試
み
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま

な
い
。
史
料
の
関
係
で
、
あ
る
い
は
絶
望
的
な
ま
で
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
。

補
注
1
0

　

諸
外
國
の
う
ち
で
、
米
穀
の
對
華
持
ち
こ
み
國
と
し
て
中
國
と
最
も

密
接
な
開
係
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
浙
羅
で
あ
る
。
朝
鮮
か
ら
も
貢

米
の
事
賞
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
毎
年
百
石
（
の
ち
減
じ
て
四
十

石
）
、
そ
れ
も
宮
廷
内
の
祭
祀
の
用
に
供
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
『
上
論
』
第

十
七
冊
、
六
年
二
月
三
日
）
。
逞
羅
の
米
に
つ
い
て
は
、
王
慶
雲
『
煕
朝
紀
政
』

巻
八
、
「
紀
海
舶
米
糧
」
の
條
に

　
　

（
康
煕
）
六
十
一
年
。
逞
羅
國
人
言
。
地
饒
稽
米
。
一
石
直
銀
二
三
銭
。
論

　

令
販
涯
三
十
萬
石
於
聞
・
孝
・
寧
波
。
免
其
税
。
雍
正
二
年
。
米
至
孝
。
得

　

旨
。
逞
羅
國
王
不
憚
除
遠
。
進
献
稽
種
果
樹
。
恭
順
可
嘉
。
令
地
方
照
時
價

　

農
買
。
特
免
座
船
貨
（
蘇
木
・
鉛
錫
・
海
抜
で
烏
木
等
の
貨
を
い
う
）
税
。

　

其
後
至
各
省
。
免
米
稔
如
例
。
時
以
間
浙
産
米
不
敷
。
弛
南
洋
之
禁
。
令
民

　

得
往
貿
易
。

と
い
い
、
ま
た
そ
の
「
紀
米
糧
税
」
の
條
に
は
「
（
康
煕
）
六
十
年
…
…
時
屡
免

逞
羅
海
船
米
穀
之
税
」
と
い
っ
て
い
る
。
雍
正
期
前
後
の
清
朝
が
、
外
米
、
と

く
に
逼
羅
米
の
輪
入
に
積
極
的
な
闘
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
大
海
船
百
般
分
に
も
相
富
す
る
三
十
萬
石
と
い
っ
た
大
量
の
米

穀
が
、
そ
れ
も
、
あ
る
Ｉ
、
年
の
巾
に
喩
入
で
き
た
か
ど
う
か
は
ナ
こ
ぶ
る
疑
わ

し
い
。
問
題
の
雍
正
二
年
の
十
月
二
十
八
日
の
上
論
に
、
「
此
次
已
到
之
米
。

呉
該
國
現
紺
登
運
績
到
者
。
皆
照
寥
省
一
体
疸
行
。
嗣
後
。
且
令
暫
停
。
倹
有

需
米
之
處
。
候
膀
降
旨
巡
行
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
三
十
萬
石
計

爰
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
後
は
一
慮
汰
沙
止
み
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
『
雍

正
上
論
』
）
。
ま
た
事
賞
、
逞
羅
米
船
の
消
息
は
そ
の
後
そ
れ
ほ
ど
史
料
の
上
に

現
わ
れ
て
こ
な
い
。
わ
す
か
に
雍
正
六
年
春
、
逞
節
國
某
船
主
の
こ
と
（
『
諭

旨
』
第
二
画
、
楊
文
乾
、
六
年
三
月
二
日
）
、
六
年
秋
國
王
の
命
を
受
け
厦
門

を
目
ざ
し
て
き
た
同
國
船
主
陳
宇
の
こ
と
、
七
年
秋
、
廣
東
省
を
目
ざ
し
て
き

た
同
國
船
主
李
萬
受
ら
の
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
同
上
、
第
八

両
、
施
廷
専
、
六
年
九
月
二
十
二
日
、
七
年
三
月
三
日
、
七
年
八
月
十
二
日
）
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
目
的
地
以
外
に
瓢
流
も
し
く
は
滑
泊
し
で
中
國
官
憲
の

保
護
を
受
け
た
例
ぼ
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
ま
と
も
に
目
的
地
に
建

し
て
正
常
な
交
易
を
い
と
な
み
、
特
に
記
録
に
上
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た

か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
温
饌
米
船
の
来
航
は
、
多
く
と
も
一
年
に
一

二
般
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
積
載
量
も
合
わ
せ
て
五
六
千
石
程
度
を
出
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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to those of the gentry. When he tried to use resources of the local gentry 

for the construction of embankment along the Yellow River, the local 

scholars rose in protest against his policy, resulting in examination boycott, 

because they were largely sons of landlords and represented the interest 
of the local gentry class. 

The Supply and Demand of the Staple Food 

in the Reign of Emperor Yung-cheng 

Takeo Abe 

In the Yung-cheng period of the Ch'ing dynasty the staple food was 

millet in north China, while that in middle and south China it was rice. 

All over China wheat and barley were also cultivated, and the area of 

wheat and barley cultivation was proportionate to that of rice, i.e., where 

rice was grown more, wheat and barley were raised less, and vice versa. 
It seems that the quotient of the cultivated area divided by the population 

indicates the general situation of the supply and demand of the staple 

food in each province. And Ssu-chuan [!QJII, Hu-nan yqljl¥J, Kuang-tung 

~-* and some other provinces had probably enough, while such provinces 

as Fu-chien ml£ and Che-chiang #Jili were in a straitened state. Grain 

requisitions in various forms seem to have aggravated the unbalanced 

supply and demand relations. Shortage of the staple food in these poor 

provinces was to a certain extent covered by the cultivation of wheat and 

barley, but the rest was imported from the rich provinces, and the main 

route of rice transportation was that connecting Han-k'ou-chen ~ J:::J ~ in 

Hu-pei yq~J::jt with Feng-chiao-chen 11.+1.ll~ in Chiang-su tr.fii*. 
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