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(
勝
藤

猛、4

明
清
時
代
交
通
史
の
研
究

星

斌

著

夫

昭
和
四
十
六
年
三
月

A
5
剣
三
八
七
頁

東
京

山
川
出
版
世

星
教
授
は
か
つ
て

わ「
明
代
漕
運
制
度
の
研
究
」
(
日
一
本
事
術
振
興
倉
、
}
九

六
三
〉
と
い
う
大
著
を
も
の
き
れ
、
そ
の
と
き
込
筆
者
が
本
誌
上
に
紹
介
し
た

(
二
二
容
四
続
可
今
回
の
著
書
は
、
一
方
で
は
漕
運
制
度
の
晴
例
代
へ
の
展
開

を
明
か
に
し
、
他
方
で
は
前
著
と
同
じ
明
代
に
お
い
て
、
官
設
交
通
機
関
と
い

う
黙
で
漕
運
制
度
と
近
い
性
格
を
持
つ
騨
停
制
度
を
考
究
す
る
と
い
う
形
で
、

前
著
以
後
に
お
け
る
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
が
前

篇
「
明
代
騨
停
制
度
の
機
構
と
運
営
」
五
章
と
な
り
、
第
「
の
問
題
が
後
篇

「
清
代
湾
建
制
度
の
展
開
」
四
章
と
な
ウ
て
本
書
を
構
成
し
て
い
る
。

ーた
だ
し

本
蓄
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
銃
殺
衰
の
，論
文
に
は
増
補
・
訂
正
な
ど
が
行
な

わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
前
篇
の
第
一
章
一と
第
五
章
と
は
、
全
く
新
た
に
書
き
下
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
著
以
後
の
論
文
は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
漕

運
関
係
で
は
本
書
に
牧
録
さ
れ
て
い
だ
い
も
の
と
し
て
、
「
清
史
稿
漕
運
志
小

考
」
ハ
岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論
集
所
収
)
と
「
清
史
稿
漕
運
志
欝
註
」

(
山
形
大
事
紀
要
五

l
一
〉
の
二
位
廟
が
あ
る
。
ま
た
容
末
に
は
、
「
清
代
の
漕

運
圃
」
「
明
代
騨
停
路
略
圃
」
の
二
固
と
索
引
・
英
文
目
次
が
附
さ
れ
て
い

る
。
研
究
以
外
の
仕
事
に
多
く
の
時
聞
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
い
地
位
に
あ
っ
た

著
者
が
、
こ
れ
だ
け
a

の
著
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
謝
し
て
、
ま
ず
敬
意
を

表
し
て
お
き
た
い
。
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さ
て
本
書
の
内
容
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
朗
代
の
騨
停
制
度
と
消
代
の
漕
巡
制
度
自
纏
の
解
明
が
第
一
の
ね
ら
い
で

あ
ろ
う
が
、
同
時
に
著
者
は
二
つ
の
主
題
に
共
通
す
る
問
題
と
意
闘
を
も
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
寸
内
外
の
商
業
の
夜
連
に
影
響
さ
れ
て
、
そ
の
性
格
を
費
え
ね

ば
な
ら
ぬ
破
目
に
落
ち
込
ん
で
行
く
こ
と
が
著
し
い
共
通
勤
と
し
て
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
そ
の
聞
の
経
緯

を
明
か
に
し
」
(
あ
と
が
き
〉
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と

を
念
頭
に
置
い
て
、
以
下
本
書
の
内
容
を
筒
車
に
紹
介
し
な
が
ら
、
筆
者
の
気

一づ
い
た
貼
を
も
書
き
そ
え
て
み
よ
う
。
な
お
各
章
は
必
ず
序
と
結
の
あ
る
整
然

た
る
慢
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
以
下
の
紹
介
で
は
そ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
を
お

こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

前
篇
第
一
章
は
「
明
代
に
お
け
る
腐
停
制
度
の
構
成
」
で
、
「
務
停
の
創
設

と
種
類
」
「
内
地
の
騨
仰
と
府
州
鯨
」
「
漣
地
の
騨
俸
と
衡
所
」
「
遁
運
所
の

構
成
と
運
営
」
「
急
遁
鋪
の
特
質
」
の
五
節
か
ら
成
る
。
こ
の
章
は
騨
停
制
度

の
全
般
的
な
解
説
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
的
機
関
で
あ
る
騨
に
つ
い
て
は
、
内

地
と
透
境
と
で
は
そ
の
巡
脇
田
も
性
格
も
異
り
、
透
境
の
そ
れ
は
軍
事
的
性
格
の

強
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
疑
問
を
感
じ
た
の
は
、
一
四

頁
以
下
に
み
え
る
騨
待
選
を
め
ぐ
る
記
述
で
あ
る
。
特
に
一
六
頁
に
、
「
要
す

る
に
各
騨
・
遮
は
府
州
燃
に
属
し
て
腸
停
同
知
の
管
理
を
受
け
る
が
、
さ
ら
に

一
三
布
政
司
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
騨
停
道
が
こ
れ
を
支
配
し
、
そ
の
上
按

察
司
副
使
や
余
事
が
騨
附博
道
副
使
と
か
騨
得
道
余
事
と
か
よ
ば
れ
て
巡
航
す
る

と
い
う
三
段
構
え
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
に
と
結
論
さ
れ
て
い
る
が
、
腸

侍
遣
と
騨
停
道
副
使
叉
は
余
事
と
い
う
の
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
騨
得
道
の

仕
事
は
按
察
副
使
又
は
念
事
の
内
の
一
員
が
据
嘗
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
単
に

旗
持
讃
と
だ
け
稀
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
下
に
副
使
と
か
余
事
と
か
を
つ
け

て
よ
ぶ
か
と
い
う
遣
い
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
三
段
構
え
で
は
な
く
し
て
、
い
う

な
ら
ば
二
段
構
え
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
、
四
四
頁
以
下
に
見
え
る
急
遜
鋪
の

鋪
長
・
鋪
司
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
引
用
さ

れ
た
中
心
的
な
史
料
に
文
字
の
異
同
が
あ
り
、
著
者
は
商
者
を
同
じ
も
の
と
み

る
か
、
あ
る
い
は
鋪
長
だ
け
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か

し
む
し
ろ
爾
者
は
全
く
別
物
で
、
雨
方
と
も
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

う
。
す
な
わ
ち
鋪
長
は
豚
全
趨
の
急
遮
鋪
を
線
轄
す
る
書
変
で
あ
り
、
鋪
司
は

各
個
の
急
遁
舗
の
責
任
者
で
あ
っ
て
、
鋪
丘
一
と
同
じ
く
は
じ
め
は
民
間
か
ら
徳

役
と
し
て
服
務
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
諸
司
職
掌
に
コ
穏

鋪
設
鋪
長
一
名
L

と
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
、
鋪
司
と
訂
正
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ

a1
〆。第

二
章
「
明
代
の
騨
停
制
度
に
お
け
る
馬
戸
等
に
つ
い
て
」
は
、
聞
騨
停
施
設

の
運
営
に
嘗
る
箔
役
に
闘
す
る
考
察
で
、
「
馬
戸
の
騨
馬
供
出
」
「
馬
頭
の
役

割
と
市
民
馬
戸
」
「
馬
戸
の
馬
夫
供
出
」
「
馬
戸
の
負
猪
均
衡
へ
」
「
水
夫
の

供
出
」
「
館
夫
と
曾
同
館
」
「
脚
力
の
性
格
」
の
七
節
か
ら
成
る
。
見
ら
れ
る

通
り
、
中
心
と
な
る
の
は
馬
戸
の
問
題
で
、
そ
の
負
措
と
疲
弊
、
銀
納
化
の
普

及
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
七
六
頁
に
水
夫
の
負
嫌
に
測
し
て
大
明
-

令
の
「
除
貌
糧
外
、
其
徐
雑
泥
差
役
、
並
行
優
菟
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
、
「
納

糧
の
義
務
は
も
ち
ろ
ん
、
雑
役
も
莞
除
さ
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い

る
の
は
、
著
者
の
錯
覚
で
、
こ
れ
は
嘗
然
税
糧
以
外
の
雑
芝
差
役
を
苑
除
す
る

意
味
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
あ
と
、
馬
失
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
、
馬
夫
が

「
常
役
を
菟
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
税
糧
は
減
菟
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
著

者
が
第
三
節
で
引
用
し
て
い
る
曾
典
の
規
定
か
ら
し
て
も
、
馬
夫
一
般
に
つ
い

て
税
糧
が
減
菟
さ
れ
る
と
解
す
る
の
は
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。
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第
三
蚕
は
「
明
代
の
騨
停
制
度
に
お
け
る
船
隻
に
ーつ
い
て
」
と
題
さ
れ
、

、

「
馬
快
般
と
馬
船
・
快
鉛
」
「
馬
快
船
の
廓
停
施
設
的
性
格
」
「
快
栢
の
性
格

と
そ
の
運
用
法
」
「
馬
快
船
の
官
用
物
資
輸
迭
法
」
「
馬
快
船
と
宣
官
と
商
人

と
の
関
係
」
「
馬
快
船
と
紅
船
・
策
船
」
の
六
節
か
ら
成
る
。
こ
こ
で
は
騨
停

に
使
用
さ
れ
た
船
隻
の
検
討
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
官
用
物
資
の
輪
迭

に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
し
て
、
必
ず
し
も
本
来
の
騨
停
施
設
で
は
な

い
馬
快
船
な
ど
が
、
中
心
的
な
考
察
の
封
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
本
来
の

一
騨
停
施
設
と
し
て
の
船
隻
と
は
、
氷
騨
や
週
運
所
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
考
え

る
わ
け
で
、

r

そ
む
意
味
で
は
第
六
節
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
紅
船
だ
け
が
、
遜
運

所
所
属
の
船
氾
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
明
代
の
制
度
で
は
馬
侠
船
な
ど
も

庚
い
意
味
の
膝
停
制
度
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
曾
典
の
一瞬
停
の
と
こ

ろ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
し
、
ま
た
事
賓
に
お
い

τ官

用
物
資
の
輪
迭
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
著
者
が
こ
の
よ

う
な
取
り
上
げ
方
を
し
た
の
は
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
「
明
代
の
騨
侍
銀
と
協
済
制
度
」
は
、
「
務
停
銀
の
成
立
」
「
協
済

制
の
諸
方
式
」

p2
励
櫨
何
に
あ
ら
わ
れ
た
矛
盾
と
弊
害
」
「
騨
型
連
俸
の
建
直
し
」

の
四
節
か
ら
成
る
。
勝
停
施
設
の
維
持
運
俸
は
、
施
設
近
在
の
糧
用
に
頼
る
の

が
た
て
ま
え
勺
あ
る
が
、
寅
際
に
は
遠
隔
地
の
糧
戸
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
場

合
が
あ
る
。
そ
れ
が
協
済
制
度
で
あ
る
が
、
騨
停
制
度
の
矛
盾
は
こ
の
協
済
を

め
ぐ
っ
て
顕
著
に
現
れ
、
銀
納
化
の
途
も
協
演
の
面
か
ら
進
展
す
る
。
そ
の
問

題
を
解
明
し
た
の
が
こ
の
章
で
あ
る
。
こ
の
章
一
二
六
頁
に
明
史
劉
貧
停
を
引

用
し
て
あ
る
が
、
そ
の
中
の
義
門
郷
氏
を
安
徽
省
渦
陽
懸
の
人
と
し
て
い
る
の

は
、
著
者
の
思
い
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
義
門
と
は
累
世
同
居
の
家
な
ど
を
指
す

こ
と
ば
で
あ
り
、
金
華
府
属
江
浦
蘇
の
郷
氏
は
、
元
代
か
ら
義
門
と
し
て
有
名
で

あ
っ
た
。
ま
た
一
四
三
頁
引
用
の
天
下
郡
図
利
病
書
の
窮
遜
論
の
解
稗
に
は
、
、

少
し
飛
躍
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
原
文
の
意
味
は
、
銀

納
に
な
っ
て
膝
遁
の
負
掘
が
従
来
の
よ
う
に
宮
戸
だ
け
で
な
く
、
貧
戸
に
も
割

り
あ
て
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
募
夫
す
な
わ
ち
雇
傭
さ
れ
た
暢
夫
が
み
ず
か
ら

負
携
者
各
戸
か
ら
徴
収
す
る
(
自
行
打
取
)
。
そ
の
た
め
貧
し
い
者
が
ひ
ど
い
自

に
あ
う
結
果
と
な
る
意
で
あ
っ
て
、
貧
戸
が
騨
夫
に
臨
応
募
し
て
ひ
ど
い
自
に
あ

う
と
い
う
の
と
は
、
少
し
遣
う
よ
う
で
あ
る
。

第
五
章
「
明
代
金
欝
停
に
見
ら
れ
る
商
業
路
的
要
素
」
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ

た
よ
う
に
、
本
書
の
た
め
新
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
「
騨
俸
の
濫
給

と
濫
用
」
寸
騨
俸
の
商
業
的
役
割
の
'績
大
」
廿
欝
停
運
晶
画
の
破
綻
」
の
一
コ
笥
か

ら
成
る
。
こ
こ
で
は
騨
停
の
騒
擾
と
い
わ
れ
る
事
賓
の
賓
態
と
そ
の
背
景
を
考

察
し
て
、
園
家
の
制
度
と
し
て
存
在
し
た
騨
俸
が
、
商
業
目
的
に
濫
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
改
怠
・
が
試
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
は
維

持
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
は
じ
め
に
紹
介
し
た

著
者
の
意
圃
か
ら
す
れ
ぼ
、
非
常
に
重
要
な
部
分
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
問

題
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
史
料
の
使
い
方
で
不
審
な

黙
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
こ
う
。
一
八
一
一
尽
に
明
曾
要
所
引
の
明
巨
奏
議
を
引

い
て
、
「
騨
俸
は
内
官
に
よ
っ
て
使
客
の
往
来
よ
り
も
物
資
の
輸
迭
を
主
と
す

る
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
賓
情
が
展
開
さ
れ
て
い
て
」
と
さ
れ
る
が
、
引
用

文
に
は
物
資
輸
迭
の
こ
と
は
見
え
ず
、
内
官
の
不
法
行
策
(
敏
鎖
騨
夫
、
非
刑

拷
打
〉
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
一
八
二
頁
に
引
か
れ
た
寅
銭
高

暦
三
五
年
四
月
乙
宋
の
僚
の
楊
提
ら
の
請
は
、
鮮
洞
の
故
道
を
ひ
ら
き
た
い
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
騨
路
と
す
る
意
味
の
こ
と
は
見
え
ず
、
従
っ
て
そ

の
道
が
ひ
ら
か
れ
て
商
買
が
利
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
騨
路
が

商
業
路
と
し
て
一利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
八
八

頁
に
引
か
れ
た
寅
録
高
暦
=
ハ
年
九
月
戊
貨
の
僚
に
、
「
要
挟
索
路
勝
之
賄
」
と
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あ
る
の
を
、
著
者
は
「
要
路
に
賄
賂
を
贈
っ
て
工
作
し
て
お
き
」
と
解
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
逆
で
、
路
絡
に
強
要
し
て
賄
賂
を
と
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
二

O
一
一
良
に
貫
録
な
ど
に
「
巌
禁
私
瞬
」
と
あ
る
こ
と
が
ら
、
「
私
設
の

瞬
、が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
私
騨
が
果
し
て

私
設
の
欝
と
い
う
意
味
に
な
る
か
ど
う
か
。
著
者
も
他
に
詳
細
な
史
料
の
な
い

こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
騨
を
私
す
る
と
解
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
的
な
問
題
の
ほ
か
に
、
商
業
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
J
後
に
も
う
一
度
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
以
上
で
前
篇
の
紹
介
を

終
る
。後

篇
の
第
一
章
は
「
鴻
代
稽
運
の
機
構
」
で
、
清
代
の
漕
運
機
嫌
を
明
代
の

そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
解
明
し
て
い
る
が
、
「
明
・
清
の
漕
淫
線
督
の
職
掌
上

の
相
違
」
「
糧
道
の
職
掌
と
糧
儲
道
・
滞
儲
道
と
の
関
係
」
「
坐
糧
聴
の
創
設

と
そ
の
職
掌
」
寸
監
免
官
と
官
枚
官
免
法
」
「
巡
漕
御
史
の
権
限
の
嬰
化
」
と

い
う
各
節
の
題
目
か
ら
も
判
る
通
り
、
も
つ
ば
ら
統
率
と
監
督
の
機
構
を
問
題

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
二
章
・
三
章
は
漕
一
運
の
寅
務
に
た
ず
さ

わ
る
運
軍
や
水
手
な
ど
を
中
心
と
し
た
考
察
に
な
っ
て
い
る
。
木
章
で
や
や
不

審
「に
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
二
二
三
頁
以
下
に
お
け
る
明
代
の
糧
儲
道
・
漕
儲

道
・
督
糧
道
の
関
係
の
考
察
で
あ
る
。
特
に
こ
二
五
頁
に
、
明
史
職
官
各
道
に

従
え
ば
、
「
漕
儲
道
に
は
按
察
司
の
副
使
ま
た
は
余
事
が
任
ぜ
ら
れ
、
督
糧
道

に
は
布
政
司
の
参
政
ま
た
は
参
議
が
任
ぜ
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
職
官
志

に
見
え
る
漕
儲
道
は
、
南
直
織
の
道
員
で
掘
削
江
・
江
西
・
湖
障
問
に
寄
衡
す
る
も

の
の
一
つ
と
じ
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
、
按
祭
司
官
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

と
は
受
け
と
れ
な
い
。
逆
に
著
者
の
あ
げ
る
天
下
都
圏
利
病
書
〈
二
二
四
頁
〉

に
は
、
山
東
布
政
司
参
政
と
し
て
い
る
。
寄
衡
先
が
職
官
志
の
記
載
と
は
一
異
る

が
、
こ
れ
は
時
期
に
よ
る
相
違
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
措
く
と
し

て
、
そ
の
布
政
司
官
た
る
こ
と
は
肯
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
直

隷
に
督
糧
道
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
潜
儲
道
が
各
省
の
督
糧

道
に
韓
国
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
糧
儲
道
は
、
督
糧
道
の
別

稽
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
は
「
運
糧
衡
所
の
質
的
鑓
化
」
と
題
さ
れ
、
「
明
了
清
爾
代
の
衡
所

の
相
違
」
「
明
代
運
糧
衛
所
の
機
構
と
運
営
」
「
清
代
遅
糧
術
所
の
機
構
と
運

営
」
の
三
節
か
ら
成
る
。
明
・
清
一
間
代
の
運
糧
衡
所
を
比
較
検
討
し
て
、
明
代

の
そ
れ
が
な
お
軍
隊
と
し
て
の
統
一
性
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
に
封
し
、
清
代

の
そ
れ
は
漕
還
の
利
便
化
の
た
め
に
、
各
地
の
賓
情
に
よ
っ
て
好
都
合
な
形
式

で
運
営
さ
れ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
章
の
明
代
の
屯
田
を
扱
っ
た
部
分
に

は
、
い
さ
さ
か
整
理
不
充
分
と
恩
わ
れ
る
鮎
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
八
五
頁

に
、
「
曾
奥
に
よ
る
と
嘉
晴
の
頃
か
ら
は
、
新
増
屯
田
に
つ
い
て
は
折
銀
で
は

な
く
、
一
律
に
、
一
畝
に
つ
い
て
二
分
五
鐙
の
銀
を
納
入
す
る
よ
う
に
」
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
二
八
三
頁
に
引
用
さ
れ
た
合
同
典
の
弘
治
一
五
年
と

正
徳
二
年
の
規
定
に
、
新
増
屯
地
あ
る
い
は
新
地
屯
田
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も

毎
畝
一
分
五
輩
を
徴
す
と
い
う
の
が
見
え
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
方
式
の
護
端

は
早
く
弘
治
年
間
に
あ
り
、
嘉
靖
に
な
っ
て
そ
の
金
額
が
改
定
さ
れ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

ー

第
三
章
は
「
清
代
漕
遼
の
運
営
の
賓
態
」
で
、
「
漕
箪
の
地
位
と
水
手
の
雇

傭
」
「
潜
船
の
維
持
と
屯
田
枚
入
と
の
関
係
」
「
剥
船
の
運
用
と
雇
傭
」
「
私

貨
搭
載
と
商
業
」
の
四
節
か
ら
成
る
。
こ
の
章
に
お
け
る
著
者
の
主
旨
は
、
清

代
漕
還
の
運
営
に
は
、
種
種
の
か
た
ち
で
民
間
の
カ
が
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果

し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
船
や
水
夫
の
雇
傭
な
ど
は
明
代
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
さ
ら
に
進
め
ば
園
家
の
-
制
度

と
し
て
の
漕
選
制
度
ほ
し
だ
い
に
そ
の
賞
質
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

-160~ 



457 

と
さ
れ
て
い
る
。

積
い
で
第
一
略
奪
・「
清
末
河
漣
よ
り
海
運
へ
の
展
開
」
は
、
『
漕
糧
品
輸
迭
作
業

の
寅
情
」
「
水
手
集
閣
の
反
枇
曾
的
行
動
」
「
清
代
の
海
上
交
通
の
震
展
と
河

運
」
の
三
節
か
ら
成
る
。
園
家
の
制
度
と
し
て
の
漕
運
は
迭
に
崩
壊
し
、
河
運

か
ら
海
運
へ
の
愛
化
は
す
な
わ
ち
画
家
が
み
ず
か
ら
輪
迭
す
る
健
制
を
放
棄
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
章
は
そ
う
い
う
漕
運
制
度
の
終
末
を
扱
っ
た
重
要
な

部
分
で
あ
る
か
ら
、
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
節
で
は
曲
郁
夫

一
水
手
ら
漕
還
を
支
え
る
底
遜
の
人
々
の
労
働
の
寅
情
を
述
べ
る
の
で
あ
る

が
、
園
朝
詩
鐸
と
い
う
特
異
な
書
物
宏
史
料
と
し
て
、
運
糧
に
使
役
さ
れ
る
人

民
の
努
苦
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
詩
鐸
だ
け
を
材
料
と
し
て
い
る
た

め
、
運
混
作
業
の
順
序
や
組
織
に
つ
い
て
は
、
い
〈
ら
か
混
飢
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
最
初
に
引
か
れ
た
沈
徳
漕
の
詩
の
題
に
な
っ
て
い
る
挽
船
夫
と
い

う
の
は
、
運
河
沿
道
の
州
臓
で
徴
踏
襲
さ
れ
て
、
一
定
直
聞
に
お
い
て
漕
船
を
挽

引
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
四
六
頁
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
続
夫
と
同
じ
性
格
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
か
れ
ら
が
糧
船
を
漕
い
で
長
い
道
中
を
す
る
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
詩
の
解
標
に
つ
い
て
は
、
一
論
旨
に

は
さ
ほ
ど
関
係
は
な
い
に
し
て
も
、
い
く
つ
か
疑
問
の
一
箇
所
が
な
い
で
は
な

い
。
第
二
節
で
は
水
手
の
非
合
法
行
潟
、
が
、
宗
教
的
紐
帯
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

た
反
敢
曾
的
活
動
と
な
り
、
道
光
以
降
に
お
け
る
運
河
の
阻
滞
と
海
運
の
試
行

に
よ
っ
て
多
く
の
失
業
者
が
出
る
と
、
か
れ
ら
に
謝
す
る
慮
置
が
管
局
の
太
き

な
憎
み
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
河
速
の
経
費
増
大
に
よ
り
海

運
費
が
相
封
的
に
低
下
し
た
こ
と
と
相
侠
っ
て
、
政
治
的
に
危
敵
視
さ
れ
た
水

手
集
圃
を
存
績
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
河
運
か
ら
海
運
へ
の
切
り
替

え
が
行
な
わ
れ
た
と
論
ず
る
の
が
第
三
節
で
あ
る
。

以
上
き
わ
め
て
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
は
じ
め
に
あ
げ

，た
署
殺

nj意
贋
と
い
う
貼
か
ら
ふ
り
か
え
測っ

て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
に
明
代
の
甥
停
と
清
代
の
漕
運
「に
つ
い
て
の
、
制
度
的
な
解
明
と
い
う
黙
で

は
、
相
嘗
の
成
功
を
収
め
?
運
直
宮
の
賓
態
に
つ
い
て
も
よ
く
考
察
さ
れ
て
い
る

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
些
細
な
葱
嘩
と
費
し
い
鮎
は
な
い
で
は
な
く
、
筆
者

の
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
か
な
り
指
摘
は
し
た
が
、
そ
れ
も
今
後
こ
れ
ら
の
主
題

に
つ
い
て
は
、
本
書
が
基
本
的
な
文
献
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
れ
ば
こ

そ
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
た
め
に
敢
で
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
、
こ
れ
ら

の
制
度
が
商
業
の
褒
達
に
影
響
さ
れ
て
そ
の
性
格
を
養
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

経
緯
を
明
か
に
す
る
と
い
う
貼
で
は
、
卒
直
な
感
想
と
し
て
は
、
充
分
な
成
功

を
政
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
性

格
を
縫
え
る
と
い
っ
て
も
、
明
代
の
騨
停
と
祷
代
の
湾
運
と
で
は
、
そ
の
幽
震
え

方
が
異
る
函
が
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
し
、
ま
た
一
口
に
商
業
の
護
逮
」に
影
響
さ

れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
影
響
の
さ
れ
方
は
多
面
的
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

明
代
の
騨
停
に
つ
い
て
言
え
ば
、

一嘗
初
は
自
然
一
経
済
的
な
た
て
ま
え
で
出
愛
し

た
は
ず
で
あ
る
が
、
流
通
経
済
の
褒
展
に
と
も
な
っ
て
、
騨
停
の
運
轡
を
負
携

す
る
糧
戸
の
生
活
自
慢
が
繊
買
っ
て
い
く
面
が
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
甥
停

の
運
瞥
も
養
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
勝
停
の
運
轡

そ
れ
自
謹
が
直
接
的
に
流
通
経
済
の
影
響
を
受
け
る
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
糧
戸

負
掘
の
銀
納
化
、
韓
停
銀
の
成
立
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
商
業
の

褒
逮
と
封
臆
す
る
蝿
変
化
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
は
そ
の
貼
に
は
あ

ま
り
注
意
を
携
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
九
る
。

著
者
が
商
業
と
の
関
係
に
カ
鮎
を
置
い
て
述
べ
た
部
分
を
み
る
と
、
前
篇
第

三
章
第
五
節
で
、
馬
快
船
に
し
ば
し
ば
私
貨
が
載
せ
ら
れ
、
時
と
し
て
は
商
人

の
乗
船
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
間
に
勢
豪
の
人
と
り
わ
け
宣
官
と
関

係
官
吏
と
商
人
と
の
結
託
の
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
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通
h

ー
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
私
貨
は
必
ず
し
も
商
人
の
貨
物
と
は
限
ら
ず
、
勢

豪
の
人
や
闘
係
官
吏
、
さ
ら
に
乗
員
自
身
が
商
業
に
手
を
出
し
、
そ
の
た
め
に

私
貨
を
運
ぶ
と
い
う
こ
と
も
多
か
っ
た
は
ず
で
、
商
業
は
箪
に
制
度
の
外
部
に

あ
る
商
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
制
度
を
維
持
す
る
人
々
自
身
も
、
そ
れ
に

手
を
出
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
第
五

章
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
「
裂
展
す
る
商
品
流
通
に
最
も
利

便
観
さ
れ
た
騨
停
路
の
縮
小
は
、
や
は
り
不
嘗
な
交
通
手
段
の
愛
生
を
も
た
ら

す
こ
と
と
な
り
~
ひ
い
て
は
艦
曾
不
安
の
一
因
に
も
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
」
(
二

O
四
頁
〉
。
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
本
書
の
叙
述
の
中
に
は
、
騨
停

以
外
に
は
交
通
施
設
が
な
く
、
民
間
交
通
施
設
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
か
の
よ

う
な
印
象
を
奥
え
る
と
こ
ろ
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
騨
停
路
は
同
時

に
一
般
の
通
行
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
騨
停
施
設
の
な
い

道
路
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
要
す
る
に
道
路
は
騨
侍
施
設
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
商
業
目
的
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
民
間
の
政
館
そ
の

他
の
施
設
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
官
設
の
騨
停
が
な
け
れ
ば
商
業
交
通

が
で
き
な
い
と
は
考
え
て
お
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
騨
停

が
商
業
目
的
に
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
い
わ
ば
特
織
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
さ
き
の
馬
快
船
の
場
合
と
似
た
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
騨
停
制

度
に
謝
す
る
商
業
の
影
響
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
騨
得
運
管
の
ゐ
内

部
に
く
い
こ
む
特
檎
的
商
業
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
一
般
的
な
流
通
経

済
愛
展
の
影
響
を
も
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
感
想
は
後
篇

第
三
章
第
四
節
の
「
私
貨
搭
載
と
商
業
」
の
と
こ
ろ
で
も
持
つ
わ
け
で
、
大
運

河
に
は
政
府
の
漕
運
船
だ
け
で
は
な
く
、
民
船
も
多
く
通
行
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
私
貨
搭
載
の
承
認
に
よ
っ
て
、
潜
運
船
も
ま
た
商
業
交
通
に
一
つ
の
役
割

を
果
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
商
業
が
そ
れ
に
ば
か
り
頼
っ
て
い
た
の
で

な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
商
業
と
漕
連
制
度
と
の
捌
係
は
、
も

う
少
し
庚
い
局
面
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
た
め
に
は
賞

時
の
商
業
界
の
事
情
に
か
な
り
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
黙
も
あ
ろ
う
し
、
本
書

に
謝
し
て
敢
て
笠
萄
の
言
を
呈
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
要
は
、
商
業
の
影
響
と

い
う
こ
と
が
、
今
少
し
貸
く
配
慮
さ
れ
て
お
れ
ば
、
著
者
の
意
闘
を
寅
現
す
る

の
に
一
一
暦
有
効
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。以

上
拙
い
讃
後
感
を
述
べ
た
が
、
著
者
の
意
を
誤
解
し
た
り
、
理
解
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
し
は
し
な
い
か
と
、
ひ
そ
か
に
恐
れ
て
い
る
。
そ
れ

よ
り
も
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
駄
を
充
分
に
設
揚
で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
恵
理
を

あ
げ
つ
ら
う
こ
と
ば
か
り
多
い
よ
う
な
印
象
を
、
も
し
や
讃
者
に
奥
え
は
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
至
ら
ぬ
軒
聞
は
ひ
と
え
に
著
者
な
ら
び
に
讃

者

の

海

容

を

お

願

い

す

る

ほ

か

な

い

。

(

岩

見

宏

)
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