
清

代

四

川

の

移

民

経

済

コt
本木

議己

子

は

じ

め

に

一

開

墾

政

策

二

川
東
(
禁
材
、
脳
血
、
石
炭
)

三

川

南

(

砂

糖

)

四
川
西
(
紅
花
、
タ
パ
コ
〉

お

わ

り

に
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は

じ

め

二
勝
手
φ

と
い
う
中
園
語
が
あ
る
。
大
小
便
の
用
を
足
す
と
い
う
一
意
味
あ
い
で
、
そ
の
昔
、
手
を
く
く
ら
れ
た
囚
人
が
、
用
を
足
す
時
に
の

み
手
を
ゆ
る
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
語
源
が
あ
る
と
い
う
。
か
な
り

一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
方
言
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

四
川
の
民
間
俸
設
で
は
更
に
解
樟
が
加
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
手
を
く
く
ら
れ
た
囚
人
と
は
、
湖
底
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た

(
l
u
 

人
々
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

で
あ
る
が
、

明
末
、
張
献
忠
の
屠
殺
に
よ
り
、

き
た
と
い
う
通
設
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
湖
贋
撰
萄
」

四
川
で
は
人
口
に
激
減
を
き
た
し
た
。
そ
の
た
め
、
清
初
、
湖
庚
か
ら
大
量
の
人
聞
が
四
川
に
遷
移
し
て

先
の
解
手
の
由
来
も
、

で
あ
る
が
、

」
れ
に
ひ
っ
か
け
て
読
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

775 

る。
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省 医 I毎田土日数卒〈畝均) 

直隷 4. 7 

侠西 4.1 

江蘇 2.8 

安徽 1.7 

江西 4 

福建 1.8 

湖北 7 

湖南 3.9 

庚東 4.9 

四川 15.6 

四
川
の
人
口
激
減
の
原
因
が
、
果
し
て
張
献
忠
の
軍
に
の
み
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
大
い

に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
博
設
に
は
、
農
民
反
凱
の
参
加
者
が
信
仰
農

さ
せ
ら
れ
る
姿
、
あ
る
い
は
強
制
的
に
回
籍
さ
せ
ら
れ
る
流
亡
四
川
人
の
姿
が
反
映
さ
れ
て

い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
俸
設
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
清
-
初
の
四
川
に
お
い
て
、
相
制
到

的
な
人
口
減
が
あ
り
、
大
量
の
移
民
活
動
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
買
で
あ
っ

た。

乾
隆
三
十
一
年
(
一
七
六
六
)
を
例
と
す
る
各
省
別
の
田
土
、
人
口
、
毎
ロ
卒
均
耕
地
数
の
統
計
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の
一
部
を
引
用

ペ

2
〉

し
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、

清
初
の
四
川
に
つ
い
て
盛
ん
に
い
わ
れ
た
「
地
贋
人
稀
」
と
い
う
形
容
は
、
確
か
に
数
字
と
し
て
も
表
現
さ

れ
う
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

-142ー

清
初
の
四
川
へ
の
移
民
活
動
に
つ
い
て
は
、
我
園
に
も
言
及
は
あ
る
。
最
初
、
そ
れ
は
嘉
慶
の
白
蓮
数
徒
の
出
自
が
移
民
で
あ
る
こ
と
へ
の

四
JlI 

に
限
っ
て
い
え
ば
、

川
東
、

関
心
か
ら
始
ま
っ
た
。
移
住
地
と
し
て
は
、
白
蓮
数
徒
の
根
接
地
と
も
い
う
べ
き
三
省
(
侠
菌
、
湖
北
、
四
川
〉
交
界
地
帯
、

川
北
の
山
匡
が
注
目
さ
れ
た
。

そ
し
て
移
民
の
経
済
生
活
と
い
え
ば
、
常
食
と
さ
れ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
と
養
豚
の
サ
イ
ク
ル
で
把
握
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
移

民
H

白
蓮
教
徒
、
土
着
H

非
数
徒
と
い
っ
た
園
式
す
ら
想
定
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
ろ
白
蓮
数
徒
の
問
題
と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

(
3
)
 

る
。筆

者
自
身
の
移
民
へ
の
関
心
は
、

四
川
の
盟
業
に
闘
す
る
考
察
か
ら
始
ま
っ
た
。
盟
都
自
流
井
を
代
表
す
る
盟
業
査
本
家
王
三
畏
堂
、
李
四

い
ず
れ
も
先
世
は
外
籍
で

友
堂
、
胡
勉
賛
。
自
流
井
と
並
帯
さ
れ
る
築
山
五
通
橋
の
盟
業
資
本
家
臭
景
譲
堂
(
郭
沫
若
の
八
妹
が
嫁
し
て
い
る
)
。

(

4

)

 

あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
、
川
南
に
お
い
て
、
極
め
て
積
極
的
な
経
済
活
動
を
告
な
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
白
蓮
教
徒
の
問
題
か
ら
の
み
こ
の
時
期
の
移
民
を
考
え
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
視
野
が
狭
く
、
そ
こ
か
ら
は
限
定
的
で
、
消
極
的
な



移
民
の
委
し
か
導
か
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
清
-
初
に
お
け
る
四
川
へ
の
移
民
活
動
そ
の
も
の
を
、

で
き
る
だ
け
具
偉
的
、
包

括
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。開

墾

政

策

順
治
三
年
(
一
六
四
六
)
、

で
あ
っ
た
。

し
か
も
、

四
川
全
省
を
版
固
に
入
れ
得
た
の
は
、

(

5

)

 

績
く
呉
三
桂
の
範
の
卒
定
を
み
る
康
照
二
十
年
(
一
六
八
一
)
ま
で
、

川
北
よ
り
入
川
し
た
清
軍
が
、

や
っ
と
康
照
元
年
(
一
六
六
一
一
〉
の
こ
と

兵
火
は
な
お
や
む
こ
と
な
く
、

「
沃
野
千
里
」

「
天
府
の
園
」
と
稽
さ
れ
た
そ
の
土
地
も
、

「
狐
狸
針
虎
の
激
す
る
所
」
と
形
容
さ
れ
る
荒
慶
ぶ
り
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

清
朝
に
お
い
て
は
、
激
減
し
た
戸
口
の
回
復
を
め
ざ
し
、
戦
火
を
避
け
て
、
映
西
や
湖
慶
等
の
他
省
に
逃
れ
去
っ
た
、

「
流
寓
川
民
」
の
回

籍
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

「
招
民
開
墾
」
の
問
題
が
急
務
と
し
て
、
早
く
か
ら
論
議
の
組
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
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(

6

)

 

ま
だ
川
北
の
卒
定
を
み
る
の
み
で
あ
っ
た
順
治
十
一
年
〈
一

六
五
四
)
、
早
く
も
兵
民
に
牛
種
を
官
給
す
る
屯
田
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、

(
7
)
 

開
墾
政
策
を
よ
り
放
果
的
に
賓
施
す
る
た
め
、
招
民
に
力
の
あ
っ
た
官
員
に
は
一
級
を
加
え
(
招
民
三
百
戸
を
目
安
と
す
る
〉
、
清
初
の
通
例
と

(
8
)
 

開
墾
三
年
後
に
起
科
さ
れ
る
も
の
を
五
年
な
い
し
六
年
と
す
る
な
ど
、

し
て

そ
し
て
、

(

9

)

 

(
一
六
七
一
〉
に
は
入
濁
墾
荒
者
の
入
籍
が
、
康
照
二
十
九
年
(
一
六
九
O
)
に
は
そ
の
子
弟
の
入
籍
考
試
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

様
々
な
奨
働
策
も
と
ら
れ
て
い
た
。

康
照
十
年

こ
う
し
て
、

四
川
移
民
の
大
き
な
波
が
清
初
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
移
民
の
入
萄
が
す
す
む
に
つ
れ
、
彼
ら
と
先
住
者
と
の
聞
に
は
、

札
機
も
ま
た
、
嘗
然
の
よ
う
に
護
生
し
て
き
で
い
た
。
康
照
中
、
萄
人
李
先
復
が
次
の
よ
う
に
陳
述
し
て
い
る
。

臣
は
窃
人
に
か
か
る
。
伏
し
て
念
う
に
、
巴
萄
の
界
は
、
秦
、
楚
に
連
な
り
、
地
既
に
迂
閥
た
り
。
雨
省
失
業
の
民
、
近
き
に
就
き
て
入

籍
墾
田
し
、
地
方
を
填
貫
し
、
漸
ゃ
く
賦
税
を
増
し
、
園
計
、
民
生
、

宣
爾
つ
な
が
ら
依
頼
あ
ら
ず
や
。
乃
ち
、
近
ご
ろ
楚
省
の
賓
慶
、

武
岡
、
河
陽
等
虚
の
人
民
、
或
い
は
罪
を
以
て
逃
れ
、
或
い
は
欠
糧
を
以
て
健
比
、
名
を
開
荒
に
托
し
て
家
を
掲
え
入
局
す
る
者
あ
り
。

777 

数
十
蔦
を
下
ら
ず
。
そ
の
開
果
し
て
開
墾
を
以
て
業
と
な
す
も
の
固
よ
り
人
に
乏
し
か
ら
ず
。
而
し
て
好
徒
匪
類
、
地
方
を
擾
筈
し
、
則
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ち
人
の
己
熟
の
田
地
を
占
む
る
者
あ
り
、
人
の
租
宗
の
墳
墓
を
掘
る
者
あ
り
、
糾
彩
し
て
痛
を
な
し
盗
を
な
し
、
虐
を
態
し
い
ま
ま
に
し

劫
を
行
う
者
あ
り
。
議
を
結
び
て
克
殴
し
、
強
に
侍
り
て
健
訟
す
。
叉
私
か
に
禽
館
を
立
て
、
凡
そ
一
家
事
あ
れ
ば
群
克
横
行
し
、
此
に

(

叩

)

告
げ
彼
に
謹
し
官
府
を
挟
制
す
る
者
あ
り
。

移
民
の
出
身
地
は
、
湖
康
、
江
西
、
庚
東
、

一幅
建
、
快
西
等
各
省
に
わ
た
る
。
し
か
し
「
湖
底
填
萄
」
の
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
、
中
で
も

海
援
の
湖
庚
か
ら
の
移
住
者
が
匪
倒
的
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
各
地
方
志
の
記
載
に
も
如
買
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
数
が
多
い
だ
け

に
ト
ラ
ブ
ル
の
瑳
生
も
自
に
つ
き
ゃ
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
文
は
湖
贋
の
入
局
者
に
よ
る
害
を
端
的
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
康
照
一
帝
の
上
識
に
も
同
様
の
認
識
が
み
ら
れ
る
。

峡
西
は
人
多
く
し
て
地
少
な
し
。

聞
く
に
快
西
入
川
の
人
は
各
自
耕
種

つ
ね

づ

ね

(

日

)

し
、
分
に
安
ん
じ
管
生
す
。
湖
慶
入
川
の
人
は
毎
々
四
川
人
と
争
訟
す
e

四
川
人
の
深
く
怨
む
ゆ
え
ん
な
り
。

峡
西
か
ら
の
移
民
に
較
べ
て
も
、
湖
康
か
ら
の
移
民
は
何
か
と
悶
着
を
起
し
や
す
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
れ

湖
底
の
民
の
四
川
に
往
き
て
地
を
墾
す
る
者
甚
だ
多
し
。
伊
去
る
時
、
原
籍
の
房
産
、
地
畝
を
勝
っ
て
悉
く
愛
買
を
行
い
、
四
川
に
往
き

か

え

(

ロ

)

て
地
を
墾
す
。
湖
五
年
の
起
徴
の
時
に
至
り
て
復
た
湖
底
に
回
り
、
原
買
の
房
産
、
地
畝
を
終

っ
て
手
告
す
る
者
甚
だ
多
し
。

識
し
て
日
く
、

湖
底

故
に
百
姓
皆
四
川
に
往
き
て
開
墾
す
。
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四
川
に
移
住
開
墾
す
る
の
で
あ
る

が、

い
ざ
徴
税
の
開
始
さ
れ
る
時
期
に
な
る
と
、
納
糧
を
き
ら
っ
て
原
籍
に
蹄

っ
て
し
ま
う
。
故
郷
に
跨
れ
ば
闘
っ
た
で
、
既
に
買
り
梯
っ
た

こ
れ
ら
の
記
事
に
見
る
限
り
、
湖
底
夙
よ
り
の
移
民
は
、
故
郷
の
家
屋、

田
畑
を
貰
り
梯
っ
て
資
本
と
し
、

は
ず
の
自
分
の
不
動
産
に
閲
し
て
も
め
ご
と
を
起
す
と
レ
ぅ
、
な
か
な
か
計
算
高
い
し
た
た
か
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
開
墾
も
、
菟
税
期

聞
を
有
数
に
利
用
し
た
出
稼
ぎ
と
い
っ
た
趣
む
き
で
あ
り
、
ま
し
て
そ
の
中
に
は
、
他
人
の
耕
地
や
、
墓
地
を
開
墾
し
て
し
ま
う
不
心
得
者
ま

で
い
た
と
す
れ
ば

土
着
の
四
川
人
と
摩
擦
を
生
じ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
の
湖
庚
出
身
者
に
代
表
さ
れ
る
移
民
の
性

格
、
す
な
わ
ち
、
飽
和
感
の
あ
る
原
籍
か
ら
、

い
く
ば
く
か
の
資
本
を
持
ち
、
短
期
的
な
牧
盆
を
め
ざ
す
、

い
わ
ば
目
的
一
意
識
の
は
っ
き
り
し

た
性
格
は
、
こ
の
時
期
の
四
川
移
民
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。



下
っ
て
潅
正
六
年
〈
一
七
二
八
〉
の
上
識
に
も
、
四
川
移
民
へ
の
言
及
が
あ
る
。

内
閣
の
上
年
聞
す
る
に
、
湖
慶
、
農
東
、
江
西
等
省
の
民
は
、
本
地
数
枚
、
米
貴
き
に
因
り
、
相
率
い
て
四
川
に
遷
移
す
る
も
の
、
数
世
間

人
を
下
ら
ず
。
己
に
四
川
督
撫
を
し
て
法
を
設
け
安
揺
せ
し
め
、
所
を
失
わ
し
む
る
こ
と
母
れ
と
。
た
だ
思
う
に
、
上
年
、
江
西
は
牧
成

や
や

頗
ぶ
る
好
し
、
卸
ち
湖
康
、
慶
東
も
ま
た
歌
歳
に
あ
ら
ず
。
近
水
の
地
の
略
湾
損
を
被
む
る
に
過
ぎ
ず
。
何
ぞ
居
民
の
軽
が
る
し
く
そ
の

郷
を
去
る
も
の
の
か
く
の
如
き
の
衆
き
を
至
さ
ん
。

そ
の
故
郷
に
お
い
て
大
き
な
自
然
災
害
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
否
、
豊
作
の
所
す
ら
あ
る
の
に
、
速
く
江
西
、
贋
東
か
ら
ま
で
、
敢
え

て
四
川
に
移
住
し
て
い
く
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
薙
正
帝
の
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
各
省
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
上
奏
に
か
ん
が

み
て
、
潅
正
帝
が
達
し
た
移
民
の
理
由
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

川
省
は
瞭
土
木
よ
り
寛
く
、
米
多
く
債
賎
し
き
に
因
り
て
無
知
の
民
は
、
卒
日
既
に
利
に
趨
る
の
見
を
懐
く
。
叉
侍
読
す
る
者
あ
り
。
謂

う
に
川
省
の
米
は
三
銭
も
て
一
石
を
買
う
べ
し
と
。
叉
一
種
、
包
撹
、
担
徒
あ
り
。
極
言
す
る
に
川
省
は
日
を
度
る
に
易
し
。

一
た
び
入

籍
す
れ
ば
便
ち
富
鏡
た
る
可
し
と
。
愚
民
そ
の
煽
惑
を
被
り
、
濁
り
貧
し
き
者
の
そ
の
術
中
に
堕
ち
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
業
を
有
す
る

(

U

U

 

者
も
ま
た
、
産
を
穏
やき
、
以
て
富
足
を
計
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
地
贋
人
稀
」
と
い
わ
れ
る
四
川
で
は
米
債
が
安
い
。
四
川
に
入
籍
す
れ
ば
富
裕
に
な
れ
る
と
い
う
俸
聞
が
相
嘗
に
流
布
さ

れ
、
利
に
走
る
人
々
が
殺
到
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
単
に
食
い
つ
め
た
流
民
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
有
産
者
が
ま
た
移
住
の
波
に
の
っ
て

い
た
と
い
う
指
摘
は
十
分
注
目
に
値
し
よ
う
。

一
省
に
か
く
人
々
が
雲
集
す
れ
ば
、
再
び
人
口
の
増
加
を
招
き
、
低
い
米
債
も
騰
貴
す
る
と
い
っ
て
移
住
の
軽
撃
を
戒
し
め
る

の
で
あ
る
が
、
趨
利
の
移
民
を
引
き
つ
け
た
も
の
が
、
安
債
な
糧
米
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
基
本
と
す
る
に
し
て
も
、
果
し
て
そ
れ
の
み
に

終
始
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
大
量
の
移
民
を
吸
牧
し
え
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
個
々
の
移
民
の
具
韓
例
に
そ
く
し
て
、
よ
り
幅

務
正
一帝
は
、

779 

贋
い
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。
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移
民
の
ル

I
卜
は
、
陸
路
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
水
路
に
よ
る
も
の
も
大
き
い
。
湖
康
、
江
西
か
ら
の
移
民
が
長
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
川
東

一
た
ん
湖
贋
に
で
た
の
ち
、
や
は
り
長
江
を
の
ぼ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
川
東
に
と

(

ぺ

凶

)

ど
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
重
慶
か
ら
さ
ら
に
嘉
陵
江
に
沿
っ
て
川
北
へ
と
入
っ
て
い
く
。

ま
た
、
長
江
を
重
慶
よ
り
更
に
の
ぼ
れ
ば
、
一
彼
州
か
ら
治
江
に
沿
っ
て
、
あ
る
い
は
宜
賓
か
ら
眠
江
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
川
西
(
成
都
卒

に
入
っ
て
く
る
の
は
嘗
然
と
し
て
、
贋
東
か
ら
の
移
民
も
、

原
)
に
入
っ
て
い
け
る
。
移
民
の
足
跡
は
、

四
川
盆
地
を
ほ
ぼ
お
お
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
本
論
で
は
そ
の
全
て
に
言
及
す
る
徐
裕
は
な
い
の
で
、
以
下
便
宜
的
に
、
母
国
時
の
呼
穏
に
従
っ
て
、
川
東
、
川
南
、
川
西
の
そ
れ
ぞ
れ
に

い
わ
ゆ
る
三
省
交
界
の
山
匡
の
み
な
ら
ず
、

属
す
る
数
懸
に
つ
い
て
、
移
民
の
質
態
を
み
て
レ
こ
う
。

)11 

東
〈
繋
材
、
盟
、
石
炭
)

湖
北
か
ら
長
江
を
の
ぼ
っ
て
四
川
に
入
れ
ば
、
程
な
く
有
名
な
三
峡
に
至
る
。
三
峡
を
こ
え
、

や
が
て
寓
蘇
に
達
す
る
と
い
う
手
前
に
、
雲
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陽
鯨
が
あ
る
。
鯨
城
は
長
江
の
北
岸
に
、
江
に
面
し
て
建
つ
が
、
そ
の
境
域
は
江
を
は
さ
ん
で
南
北
に
伸
び
て
い
る
。

(
時
)

「
明
季
大
凱
の
後
、
戸
の
彫
耗
を
見
る
。
天
下
既
に
定
ま
り
、
始
め
て
大
い
に
果
楚
の
民
を
遷
し
以
て
こ
れ
を
貫
た
す
」
と
レ
わ
れ
る
よ

う
に
、
乾
隆
三
年
(
一
七
三
八
)
、

三
千
六
百
六
十
七
戸
と
把
握
さ
れ
て
い
た
雲
陽
懸
の
戸
数
が
、

(
日
出
)

百
五
十

一
戸
と
十
倍
近
い
増
加
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
の
も
、
移
民
が
あ
ず
か
つ
て
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
ん
づ
く
、

(

げ

)

を
措
い
て
入
川
し
、
多
く
股
阜
を
致
す
」
と
、
移
民
に
は
経
済
的
な
成
功
者
が
多
か
っ
た
。

嘉
慶
元
年
(
一
七
九
六
〉
に
は
三
高
三
千
九

「
遠
人
、
義

民
園
の
『
雲
陽
腕
紳
士
山
』
に
は
、
懸
内
の
大
姓
百
七
十
八
族
を
あ
げ
、
そ
の
原
籍
、
始
組
、
遷
徒
の
時
期
な
ど
を
列
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

よ
る
限
り
、
大
牢
は
移
民
で
、
土
着
と
み
な
さ
れ
る
者
(
明
代
の
移
民
を
含
む
)
は
三
十
六
戸
に
す
ぎ
な
い
。

割
合
に
し
て
=
二
%
ほ
ど
で
あ

る
。概

し
て
土
着
の
者
は
、
明
初
に
入
萄
し
て
き
た
と
自
帯
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
耕
作
地
に
闘
す
る
(
地
)
券
も
持
た
ぬ
。
腕
脚
内
に
は



雲陽県率、氏族表

iょ実清以目1J l順康薙乾 嘉 道不

治照正隆援光 明

湖北 24 2 17 3 25 3 1 2 

湖南 1 3 9 3 8 5 

江西 1 1 5 1 

福建 1 3 l 1 

庚東 1 l 1 

四川 2 2 1 1 1 1 

その他 6 6 5 11 2 1 

不明 3 13 

計 36 7 36 13 54 13 4 15 

扶
、
徐
、
向
、
再
、
楊
、
語
と
い
っ
た
氏
族
が
残
存
し
て
い
る
が
、
首
-
初
、
頗
ぶ

一一民園 『雲陽麻志』巻23族姓より

る
移
民
(
客
民
〉
を
仇
視
し
、
互
い
に
交
流
し
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る

土
着
の
性
は
質
撲
で
、

ま
で
は
長
い
期
聞
が
必
要
で
あ
っ
た
。

く
、
識
字
も
書
券
が
讃
め
、
歎
む
か
れ
な
け
れ
ば
十
分
と
し
、
専
ら
農
耕
に
い
そ

(

時

)

し
ん
で
い
る
。

誼
書
と
は
縁
遠

大
略
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
土
着
は
、
す
で
に
移
民
に
匪
倒
さ
れ
て
い
る
気

配
で
あ
る
。
で

は
移
民
は
ど
の
よ
う
な
形
で
入
川
し
、
富
裕
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
二
、
三
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

湖
南
部
陽
人
。
康
照
四
十
四
年
(
一
七

O
五
〉
、
将
北
に
移
住
。
居
を

定
め
た
の
ち
湖
南
の
父
母
、
弟
を
迎
え
る
。
荒
地
を
買
い
佃
戸
を
招
い
て
墾
植
さ

(

ω

)

 

せ
、
数
十
年
の
内
に
数
十
里
に
渡
る
沃
地
を
獲
得
し
て
、
大
族
と
な
っ
た
。

李
茂
亮

ウ

taq 

曾
硫
斑

湖
南
臨
湘
人
。
康
照
末
、
父
母
と
と
も
に
遠
縁
の
李
氏
を
頼
っ
て
雲
陽
に
や
っ
て
き
た
。
李
氏
は
同
郷
の
邦
人
で
あ

っ
た
が
、
二
年

前
に
入
局
し
て
い
た
。
す
で
に
佃
田
耕
作
を
し
、
妻
も
お
り
、
彼
ら
を
疎
ん
じ
た
た
め
、
他
所
へ
去
ろ
う
と
し
た
が
あ
て
も
な
い
。
門
外
に
す

て
で
あ
っ
た
豆
が
ら
を
も
ら
い
、
ふ
る
っ
て
五
升
の
除
粒
を
え
、
荒
地
数
畝
を
譲
り
う
け
た
。
童
聞
は
傭
工
と
し
て
働
き
、
夜
は
荒
地
を
開
墾

数
年
間
で
十
徐
石
に
も
な
っ
た
瓜
の
種
を
湖
南
に
運
版
し
、

湖
南
の
土
産
を
四
川
に
持
ち
蹄
っ
た
。

(

加

)

れ
、
十
年
も
す
る
う
ち
に
回
数
十
敵
、
宅
地
数
十
匡
を
手
に
入
れ
、
蘇
北
の
大
姓
と
な
っ
た
。

彰
光
圭
湖
北
大
冶
人
。
乾
隆
七
年
(
一
七
四
二
)
の
移
民
。
油
菓
子
(
膏
閥
、
寒
具
)
を
買
る
の
を
業
と
し
て
い
た
。
後
に
人
の
た
め
に

た

め

い

げ

さ

ら

阪
塘
を
溶
え
、

し

瓜
を
植
え
た
。

と
も
に
高
値
で
寅

衣
第
に
股
阜
と
な
っ
た
。

子
孫
の
代
に
は
購
入
し
た
国
産
は
数
蘇
に
連
な
り
、

(

幻

)

ぃ
、
武
科
に
供
職
し
た
者
が
多
い
。
鯨
南
西
部
き
つ
て
の
大
姓
と
な
る
。

世
々
弓
馬
を
習

781 

入
穀
は
蔦
石
に
の
ぼ

っ
た
。
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こ
れ
ら
の
例
を
み
る
と
、
李
茂
亮
は
資
本
を
捕
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
か
ら
荒
地
を
買
い
、
招
佃
し
て
い
る
が
、
他
の
例
で
は
、
行

請
や
傭
工
を
し
て
小
金
を
た
め
、
土
地
を
購
入
し
て
か
ら
も
、
開
墾
を
す
す
め
る
一
方
で
一
商
貰
も
す
る
、

い
わ
ば
農
一
商
粂
行
と
い
う
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
嘗
時
の
移
民
の
典
型
的
な
あ
り
方
と
い
っ
て
よ
い
。

も
と
も
と
土
着
の
も
の
は
回
契
も
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
位
で
あ
る
。
所
有
開
係
の
暖
味
な
土
地
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う

(

幻

)

し
、
五
升
の
豆
で
荒
地
数
畝
を
譲
り
う
け
た
と
い
う
話
の
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
土
地
の
債
格
も
、
佃
租
も
低
か
っ
た
こ
と
は
十
分
伺
え
る
。

〔

お

)

佃
戸
で
あ
っ
て
も
、
山
地
に
雑
植
す
る
こ
と
に
よ
り
、
除
剰
利
盆
を
蓄
積
し
、
や
が
て
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

ま
た
田
を
買
い
て
富
人
と
作
る
。
而
し
て
佃
を
粛
す
こ
と
放
の
如
し
。
他
農
百
計
も
て
替
奪
せ
ん
と
す
る

(

川

品

)

も
、
回
よ
り
動
か
す
可
か
ら
ず
。
数
世
相
安
ん
じ
、
覗
い
て
己
が
産
と
同
じ
。
租
は
歳
に
交
せ
ず
。

土
地
を
購
入
し
て
か
ら
も
、
今
ま
で
通
り
、
佃
作
を
績
け
、
数
代
経
る
う
ち
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
佃
作
地
を
自
己
の
所
有
に
蹄
し
て
し
ま

う
。
勤
勉
と
才
究
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
小
資
産
を
着
々
と
蓄
積
す
る
術
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

佃
、
除
利
あ
る
こ
と
久
し
く
、

で
は
、

よ
り
具
鎧
的
に
、
彼
ら
が
開
墾
し
た
土
地
に
生
産
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
小
貿
易
で
取
り
扱
っ
た
一
商
品
は
何
で
あ
っ
た
の
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か
。
先
述
の
曾
氏
の
瓜
の
種
は
別
と
し
て
、
桐
を
植
え
た
こ
と
は
い
さ
さ
か
伺
え
る
も
の
の
、
直
接
的
な
資
料
は
あ
ま
り
な
い
。
推
測
の
一
助

一
般
的
に
雲
陽
の
土
産
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
を
い
え
ば
、
桐
油
、
茶
、
木
耳
、
牛
羊
皮
、

(

お

)

あ
り
、
特
に
桐
油
は
清
末
か
ら
民
園
期
に
験
出
品
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
。

と
し
て

ソ
ー
ダ
、

イ
オ
ウ
と
い
っ
た
山
貨
で

雲
陽
豚
を
離
れ
、

更
に
北
へ
行
く
と
開
懸
で
あ
る
。
大
巴
山
を
へ
だ
て
、
も
う
快
西
省
と
境
界
を
接
す
る
と
い
う
あ
た
り
に
、
雲
泡
山
、
霊

官
廟
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

四
川
省
の
特
産
で
あ
る
薬
材
の
内
、
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
、
資
連
と
厚
撲
の
大

規
模
な
栽
培
が
な
さ
れ
て
い
る
。

築
材
の
地
道
行
遠
な
る
も
の
、
厚
撲
、
責
連
の
雨
種
な
り
。
老
林
久
し
く
聞
か
れ
、
厚
撲
、
英
連
の
野
生
な
る
も
の
絶
え
て
少
な
し
。
厚

撲
の
樹
は
則
ち
栽
成
に
か
か
る
。
小
坂
、
卒
繍
中
に
筆
筒
あ
り
。
厚
撲
は
そ
の
小
を
言
う
な
り
。
樹
う
る
こ
と
数
年
、
十
数
年
に
至
り
、



杯
の
如
く
、
担
の
如
き
も
の
則
ち
好
き
厚
撲
な
り
。
黄
連
は
既
に
闘
き
し
老
林
の
山
田
、
山
溝
中
に
栽
種
す
。
一
商
人
、
地
数
十
里
を
潟
し

偏
く
こ
れ
を
栽
す
。
十
年
を
須
ち
て
方
め
て
常
年
の
佃
と
成
る
。
棚
戸
の
一
一
搬
を
守
連
す
る
は
楓
ち
数
十
家
。
大
抵
山
愈
高
く
、
谷
愈
深

(

M

A

)

 

け
れ
ば
則
ち
産
す
る
所
更
に
好
し
。
雲
泡
山
、
霊
官
廟
一
帯
、
連
廠
甚
だ
多
し
。

移
民
の
流
入
に
よ
り
、
山
匿
の
開
護
が
す
す
む
に
つ
れ
、
野
生
の
厚
撲
、
責
連
を
大
量
に
採
取
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
商
人
資
本
を
も
っ
て
、
数
十
里
に
渡
る
山
地
に
薬
材
園
が
経
営
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
成
長
す
る
の
に
十
年
は
か
か
る
と
い
う
、
こ
の
輔
衆
材

の
育
成
管
理
を
し
て
い
る
の
が
棚
民
で
あ
っ
た
。

棚
民
と
は
、
賎
民
祝
さ
れ
て
い
る
山
匿
の
移
住
農
業
州
労
働
者
で
、
簡
翠
な
小
屋
が
け
を
し
て
住
ん
で
い
る
た
め
こ
う
よ
ば
れ
る
が
、
通
常
、

雑
糧
を
借
用
し
て
開
墾
し
、
牧
盆
が
な
け
れ
ば
ま
た
他
所
へ
徒
る
と
い
う
流
動
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
針
し
、
既
に
田
産
を
所
有
し

(

幻

)

た
有
業
の
移
民
は
客
民
、
新
民
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
口
に
移
住
民
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
に
は
歴
然
と
階
層
分
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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薬
材
業
を
濁
占
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
江
西
空
商
人
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
時
期
、

と
こ
ろ
で
、
移
住
附
労
働
力
を
吸
牧
す
る
、
こ
の
薬
材
園
を
開
設
し
た
生
薬
一
商
人
の
出
自
は
、
残
念
な
が
ら
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
停
統
的
に

四
川
に
お
け
る
活
躍
の
め
ざ
ま
し
い
快
西
一
商
一
人
の

資
本
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
不
問
に
付
す
e

責
連
、
厚
撲
は
雲
陽
蘇
に
お
い
て
も
産
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
商
人
資
本
に
よ
る
薬
材
園
の
経
営
が
や
は
り
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
の
と
こ
ろ
資
料
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
雲
陽
懸
に
お
い
て、

大
量
の
献
労
働
力
を
吸
牧
し
え
る
大
き
な
産
業
と
い
え
ば
、
鯨
北
雲
安
鎮
の
盟
業

で
あ
っ
た
。

四
川
に
お
い
て
産
盟
の
地
は
数
多
く
、

が
、
一
般
的
に
清
の
礎
知
正
、
乾
隆
年
聞
は
川
北
の
射
洪
が
、
道
光
以
降
は
川
南
の
鍵
潟
、
富
順
の
盟
場
が
、
そ
の
名
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
歴
史
的

に
名
高
い
大
寧
等
、
川
東
の
盟
場
は
、
清
代
に
は
む
し
ろ
ふ
る
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
雲
陽
蘇
の
雲
安
の
盟
場
の
み

(叩ご

は
、
十
五
の
鹿
、
州
、
蘇
に
行
錯
さ
れ
、
地
理
的
篠
件
が
よ
か
っ
た
の
か

「
川
盟
済
楚
」
の
清
末
に
も
増
産
を
み
、
民
園
に
入
っ
て
か
ら
も
、

四
十
州
懸
に
も
の
ぼ
る
。

も
っ
と
も
、

時
代
に
よ
っ
て
産
量
を
誇
る
地
匡
も
襲
遷
す
る
の
で
あ
る

783 
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(
m
m
)
 

全
省
の
壇
場
を
五
級
に
わ
け
る
中
で
、
二
級
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
盟
場
を
資
金
、
人
材
の
南
面
か
ら
支
え
て
き
た
の
が
移
民

で
あ
っ
た
。

に
ん

瞳
一商
は
糞
州
の
人
多
し
。
抽
出
水
夫
も
ま
た
黄
州
の
人
こ
れ
に
戸
ず
。
竃
房
の
雑
雇
は
則
ち
忠
州
の
人
。
照
火
は
尤
も
忠
州
の
人
の
専
業
に

ま

ざ

〔

鈎

)

し
て
官
籍
の
岡
崎
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
推
だ
胞
井
の
み
論
ぜ
ず
。

こ
こ
に
抽
出
水
夫
と
あ
る
の
は
、
盤
井
か
ら
盟
水
を
汲
み
上
げ
る
努
働
者
で
あ
る
。
雲
安
の
盟
井
で

は
釣
瓶
式
の
温
水
方
法
を
と

っ
て
い
た
。

墜
落
防
止
の
太
綱
を
腰
に
ま
い
た
二
人
が
向
き
あ

っ
て
、
汲
桶
を
上
下
さ
せ
る
。
浪
水
工
の
手
足
は
、
長
期
間
瞳
水
に
つ
か
っ
て
シ
ワ
が
よ
り
、

皮
も
む
け
、

一
目
で
わ
か
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で

一日
三
十
六
交
代
(
後
に
八
十
二
交
代
)
の
輪
番
制
に
な
っ
て
い
た
。
常
雇
い
の

「
捜
正

水
」
と
臨
時
工
の
「
抽
出
代
水
L

の
二
種
が
あ
る
が
、
湖
北
黄
州
籍
の
も
の
が
そ
の
職
務
を
濁
占
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

焼
盟
を
行
う
竃
房
の
業
務
は
、
忠
州
人
の
専
業
と
な
っ
て
レ
た
と
い
う
が
、
同
じ
く
川
東
に
あ
る
こ
の
忠
州
も
ま
た
産
盟
地
で
あ
る
。
焼
盟

業
務
の
経
験
は
盟
富
で
あ
っ
た
ろ
う
。
地
元
の
盟
業
の
不
振
が
、

よ
り
大
規
模
な
雲
安
瞳
場
に
彼
ら
を
走
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
胞
井
」

nu 
phu 

と
は
監
幌
、

巡
査
の
役
で
、
こ
れ
は
出
身
地
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
雲
安
盟
場
に
お
い
て
、
資
州
人
は
一帝
王
宮
を
、
忠
州
人
は
寓
天
宮
を
そ
れ
ぞ
れ
同
郷
曾
館
と
し
て
い
た
。

(

況

)

か
く
業
種
の
固
定
化
が
す
す
め
ば
、
同
郷
曾
館
は
や
が
て
同
業
曾
館
の
色
相
を
濃
く
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
出
身
地
別
に

と
こ
ろ
で
、
移
民
は
盟
場
の
献
労
働
力
と
し
て
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
営
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
レ
た
。

豚
北
雲
安
盟
場
、
そ
の
大
姓
は
日
く
陶
、
郭
。
皆
湖
北
黄
岡
の
人
な
り
。
窃
に
遷
り
て
の
ち
、
倶
に
盟
竃
、
煤
臓
を
業
と
し
、
佐
々
そ
の

(
犯
)

利
を
食
み
漫
く
以
て
家
を
潤
お
す
。
国
庫
、
溺
井
、
資
は
皆
距
首
問
。

こ
こ
に
瞳
場
の
有
力
者
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い
る
陶
、
郭
二
姓
は
、
と
も
に
湖
北
の
糞
岡
出
身
で
あ
る
が
、
郭
氏
は
乾
隆
中
に
、
陶
氏
は
乾

嘉
の
聞
に
雲
安
場
に
入
り
、
瞳
業
に
胤
摘
さ
わ
っ
て
き
た
。
折
し
も
、
乾
隆
年
聞
は
、
雲
安
場
で
瞳
井
が
そ
の
数
を
、
顕
著
に
増
加
さ
せ
た
時
期

で
あ
る
。



雲
安
場
の
瞳
井
は
、

一
井
を
若
干
の
「
架
」
に
分
け
、
「
架
」
ご
と
に
ま
た
股
分
を

(

お

)

一
架
が
更
に
二
十
股
、
三
十
股
と
分
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

担

)

「
歯
股
を
購
う
は
買
回
に
勝
る
。
責
息
速
や
か
に
し
て
か
つ
厚
き
を
以
て
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
牧
盆
率
の
高
い
盟
井
の
股
分
を
購

四
川
の
他
の
聾
場
と
同
じ
く
合
資
経
営
が
主
で
あ
る
。

分
か
つ
。
大
井
で
あ
れ
ば
、
二
十
銭
架
に
も
分
け
ら
れ

入
す
る
こ
と
は
、
徐
剰
資
金
を
有
す
る
も
の
に
と
っ
て
恰
好
の
投
資
で
あ
っ
た
。

乾
隆
九
年
、
湖
南
長
沙
か
ら
入
局
し
た
胡
氏
は
、
最
初
、
農
に
力
め
殖
産
を
計
っ
た
が
、
嘉
慶
の
白
蓮
数
の
凱
に
遭
遇
し
、
一
時
湖
南
に
避

難
し
て
い
た
。
凱
が
卒
定
さ
れ
、
再
び
雲
陽
に
戻
っ
て
か
ら
は
瞳
場
に
移
住
、

一商
業
に
従
事
し
、
「
羨
金
が
あ
れ
ば
、
泌
を
購
い
、
田
を
買

(お

)

0

(

お
〉

い
」
蓄
財
し
た
の
で
あ
る
。
先
速
の
黄
岡
出
身
の
郭
氏
も

「
歳
に
一鼠
積
あ
れ
ば
、
制
ち
田
、

泌
を
購
い
、
そ
の
牧
入
を
増
」
し
て
、
盟
場
の
貫

力
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
溜
股
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
井
権
を
所
有
し
た
井
主
の
多
く
は
、

「
脚
竃
」
と
呼
ば
れ
る
竃
房
を
持
っ
た
(
合
資
経
営
の
懸
井
と

遠
い
、
寵
房
は
濁
資
が
多
い
〉
。
竃
房
に
お
い
て
は
、

租
金
を
と
っ
て
賃
煎
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
賃
煎
の
場
合
、

年

-151-

自
煎
す
る
場
合
も
、

契
約
で
租
金
を
定
め
る
が
、
多
く
て
百
雨
強
、
少
な
く
て
も
七
、
八
十
南
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
脚
竃
の
所
有
も
結
構
な
恒
産
と
み
な
さ

(

M

U

)

 

れ
て
い
た
。

す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
雲
安
場
で
は
、
前
…盤
の
燃
料
と
し
て
柴
を
使
用
し
て
い
た
。
や
が
て
林
木
の
不
足
を
き
た
し
て
か
ら
は
、
石
撲
を
使
用

雲
陽
懸
は
石
炭
も
豊
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

累
積
さ
れ
て
川
迭
の

竃
房
か
ら
排
出
さ
れ
る
石
炭
灰
の
山
は
、

。
隔
頭
。
と
な
っ
た
。
絶
え
ず
残
り
火
が
あ
る
た
め
、
無
宿
者
は
そ
こ
で
暖
を
と
り
食
事
を
作
る
。
貧
し
い
婦
女
子
は
こ
ぼ
れ
た
石
炭
を
拾
い

(
お
)

か
よ
う
な
光
景
が
雲
安
盟
場
の
日
常
で
あ
っ
た
の
だ
。

生
計
を
た
て
る
。

瞳
場
の
富
者
陶
氏
は
、
瞳
井
だ
け
で
は
な
く
、
炭
鎖
を
も
所
有
し
て
い
た
。
陶
氏
の
「
吉
慶
煤
鴎
」
と
い
え
ば
、
そ
の
一
帯
で
最
大
級
の
も

(

ぬ

)

の
で
あ
っ
た
。

785 

諒
錫
歪
字
紹
亭
、
原
籍
湖
南
茶
陵
州
。
先
世
流
徒
し
て
蘇
に
至
る
。
貧
に
し
て
籍
る
な
し
。
弟
兄
三
人
、
湯
漢
の
煤
鴎
の
た
め
に
撃
運
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の
役
に
供
き
る
。
乃
ち
雨
兄
に
謀
り
、
自
ら
煤
洞
を
閥
き
多
く
煤
脈
を
得
、

(

ω

)

 

人
と
な
る
。

さ
か

か
っ
鏡
た
り
。
こ
れ
に
よ
り
殖
産
日
に
沃
ん
に
し
て
迭
に
富

雲
安
撞
場
に
お
い
て
、
瞳
に
よ
り
起
家
し
た
も
の
は
、
先
の
陶
氏
、
郭
氏
を
筆
頭
と
す
る
が
、
石
炭
に
よ
っ
て
隆
盛
と
な
っ
た
も
の
は
、
こ

の
諸
氏
と
浦
氏
(
忠
州
人
0
・)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
炭
鎮
の
開
設
は
多
く
の
制
労
働
力
を
吸
牧
す
る
と
と
も
に
、
謂
氏
の
よ
う
に
無
産
の
者
が
一

山
あ
て
る
チ
ャ
ン
ス
を
も
提
供
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

は

「
無
慮
高
数
」
と
形
容
さ
れ
る
が
、
駄
M
M
は
水
府
廟
、
あ
る
い
は
馬
王
廟
を
曾
舘
と
し
、
船
却
は
王
爺
廟
を
禽
館
と
し
、

(

位

)

で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
移
住
献
労
働
力
の
吸
牧
が
こ
こ
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

炭
鎖
や
盟
場
は
ま
た
大
量
の
運
織
労
働
者
を
必
要
と
す
る
。
雲
陽
に
お
い
て
石
炭
、
瞳
の
搬
出
に
利
用
さ
れ
る
駄
運
、
船
運
に
従
事
す
る
者

そ
の
勢
力
は
無
視

ち
な
み
に
雲
陽
懸
で
も
、
他
府
榔
と
同
様
に
城
内
か
ら
各
鎖
に
至
る
ま
で
幾
つ
も
の
同
郷
曾
館
(
江
西
叡
l
寓
議
官
。
湘
穂
|
属
王
宮
。
庚
東
Mm
l

(
必
)

南
輩
官
。
福
建
制
1

天
上
宮
等
)
が
建
立
さ
れ
、
移
民
雑
居
の
様
が
よ
く
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
客
籍
の
増
加
に
と
も
な
い
、
-
新
た
に
入
甲
す

る
も
の
は

「
市
費
」
を
支
梯
う
の
が
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
剤
費
の
管
理
を
含
め
、
橋
梁
、
道
路
建
設
等
を
唱
議
し
、
果
て
は
訴
訟
の
調
停
ま

-152ー

で
、
地
域
社
舎
の
ま
と
め
役
と
し
て
推
翠
さ
れ
る
の
が
「
郷
約
」
で
あ
っ
た
。
湖
南
出
身
の
瞭
氏
、
航
城
出
身
の
戴
氏
、

(
円

ω
)

容
れ
を
残
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
名
郷
約
の

さ
て
、

四
川
省
に
お
い
て
、
石
炭
は
主
要
に
は
川
東、

川
南
に
分
布
し
て
い
る
。
移
民
と
炭
鎖
と
の
関
係
は
、
重
慶
に
近
い
江
北
豚
に
も
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

(

川

明

)

江
北
懸
二
岩
に
復
興
隆
と
い
う
炭
鎖
が
今
な
お
あ
る
。

一
九
六

一
年
の
日
産
量
約
二
百
t
。
坑
道
七
回
の
炭
鎖
で
あ
る
が
、
嘉
陵
江
流
域
で

は
最
も
優
秀
な
炭
質
を
誇
る
と
い
う
。
こ
の
長
鎖
の
創
業
は
乾
隆
六
年
(
一
七
四

一
)
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

任
ぜ
ら
れ
た
族
兄
周
世
元
が
、
手
紙
で
巴
の
土
地
の
肥
沃
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
き
た
た
め
、

復
興
隆
は
最
初
、
甲
子
洞
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
創
始
者
の
周
世
総
は
原
籍
湖
南
卸
陽
の
人
で
あ
る
。
薬
正
四
年
(
一
七
二
六
)
、

務
正
九
年
(
一
七
三
一
)
、

(
必
)

巴
賑
知
腕
柿
に

家
族
を
つ
れ
合



川
勝
に
移
り
、
農
一
商
粂
行
で
蓄
財
を
謀
っ
た
と
い
う
。

見
。
附
近
の
農
民
を
雇
い
採
掘
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
六
年
、
江
北
二
岩
の
山
地
二
十
石
を
購
入
し
、

質
も
よ
く
、
埋
蘇
量
も
豊
富
な
た
め
、

開
墾
し
た
と
こ
ろ
、

代
々
周
氏
の
産
業
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た

提
鍍
を
護

が
、
そ
の
瑳
展
に
は
周
世
論
の
孫
、
周
輿
魁
の
経
営
手
腕
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

彼
は
積
極
的
に
販
買
ル
l
ト
を
横
大
し
、
地
元
の
酢
房
に
販
買
す
る
外
、
川
北
の
射
洪
、
途
寧
、
蓬
漠
等
か
ら
瞳
、
糖
、
酒
を
運
、迭
し
て
き

た
回
船
を
利
用
し
て
、
折
り
返
し
燃
料
の
石
炭
を
販
出
し
た
の
で
あ
る
。
周
輿
魁
の
子
周
隆
盛
の
代
に
は
、
重
慶
に
盟
盛
和
炭
挽
を
開
設
し
て

販
路
を
更
に
開
拓
し
、
碩
工
も
七
、
八
百
人
と
な
っ
て
い
た
。
道
光
二
十
八
年
(
一
八
四
八
〉
、
周
隆
盛
の
死
後
、
四
房
の
共
同
管
理
と
な
り
、

興
隆
公
提
廠
と
命
名
し
た
。
現
在
の
復
興
隆
の
名
は
、

一
九
三
九
年
に
株
式
舎
祉
と
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

周
氏
の
場
合
、
移
住
の
き
っ
か
け
が
、
地
方
官
で
あ
っ
た
族
兄
の
示
唆
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
を
引
か
れ
る
。
地
方
の
情
報
牧
集
に
有

利
で
あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
客
一
商
と
地
方
官
で
あ

っ
た
。

(

必

)

同
じ
く
江
北
の
東
陽
銀
に
お
い
て
、
炭
鎖
を
開
設
し
た
高
鳳
築
は
、
江
西
瑞
州
府
高
安
燃
の
人
で
あ
り
、
乾
隆
年
聞
に
入
川
し
て
い
た
。
の

ち
重
慶
の
桂
花
街
に
移
住
し
て
裕
記
逼
盟
競
を
合
資
で
経
営
し
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
江
北
の
地
で
入
信
し
た
天
主
数

一153ー

徒
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

『
聖
歌
入
川
記
』
に
は
、
乾
隆
前
後
の
天
主
教
徒
と
し
て
、
四
川
各
地
の
六
十
家
族
ほ
ど
の
名
が
拳
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
は
、

清
初
の
移
民
で
あ
る
。
し
か
も
大
抵
の
数
徒
が
、
入
川
以
前
に
も
う
信
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
移
民
の
入
川
は
確
か
に
天
主
数
の
入
川

で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

重
度
に
著
名
な
天
主
教
徒
と
し
て
羅
姓
の
家
族
が
い
た
(
移
民
か
土
着
か
不
明
)
。

城
内
の
三
牌
坊
に
銭
鋪
を
聞
き
、

銀
銭
免
換
を
業
と
し

て
い
た
。
や
は
り
信
者
で
あ
る
張
氏
と
姻
戚
闘
係
に
あ

っ
た
が
、
張
氏
は
康
照
年
間
、
湖
慶
よ
り
重
慶
に
移
住
し
た
人
物
で
、
羅
氏
か
ら
網
鍛

織
造
の
技
術
を
皐
び
、
こ
れ
に
よ
り
護
財
し
た
。
道
光
時
代
に
は

E
富
を
形
成
し
た
と
い
う
。
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同
じ
く
羅
氏
と
姻
戚
閥
係
に
あ
り
、
乾
隆
四
十
年
に
信
徒
と
な
っ
た
李
氏
は
、
江
西
よ
り
入
川
し
た
も
の
で
あ
る
。
首
時
、
重
慶
域
内
に
網
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鍛

鋪

三

家

を

所

有

し

、

湖

贋

よ

り

江

北

に

移

住

し

て

き

た

全

氏

も

信

徒

で

あ

り
、
後
に
重
慶
で
機
房
を
経
営
し
、
綱
織
を
織
造
し
て
い
た
。
奇
し
く
も
重
慶
の
有
力
な
天
主
数
徒
は
機
房
経
営
に
集
中
し
て
い
る
が
、
各
地

(

U

U

 

の
移
住
数
徒
の
職
に
は
、
薬
鋪
経
営
も
農
業
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
信
徒
の
多
く
が
、
数
次
に
わ
た
る
弾
匪
の
中
で
、
投
獄
、
流
刑
の
憂
目

屋
敷
の

一
室
を
ミ
サ
の
た
め
の
数
堂
に
あ
て
て
い
た
と
い
う
。

を
見
て
い
る
こ
と
も
、
移
民
の
一
側
面
で
あ
る
。
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南
(
砂
糖
)

長
江
を
重
慶
よ
り
さ
ら
に
湖
り
、
櫨
州
と
宜
賓
の
聞
に
位
置
す
る
南
渓
鯨
は
、
北
方
七
十
里
に
富
順
懸
自
流
井
と
い
う

一
大
瞳
場
を
控
え
、

そ
の
懸
域
は
や
は
り
、
江
を
は
さ
ん
で
南
北
に
康
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
南
掛
快
勝
も
ま
た
、
明
末
以
来
の
兵
風
に
「
土
虚
し
く
人
無
し
」
と
い
う
有
様
を
星
し
、
復
興
の
挽
令
が
か
け
ら
れ
た
の
は
、
康
照
三
年

(

必

)

(
一
六
六
四
)
、
知
懸
李
呈
芳
が
城
市
を
開
墾
し
、

民
に
武
器
を
捨
て
さ
せ
本
業
に
蹄
ら
せ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
城
中
の
人
士
で
里
に
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蹄
っ
た
も
の
は
七
家
だ
け
で
あ
り
、
奮
家
は
殆
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
二
十
年
後
、
湖
贋
、
廉
東
、

一幅
建
、
江
西
の
民
が
紛
々

し
る
し

と
し
て
入
植
し
、
地
に
標
を
し
て
報
告
し
、
官
は
そ
れ
に
劃
し
て
聯
望
を
給
し
た
の
で
あ
る
。

嘗
時
、
地
債
は
ま
こ
と
に
安
く
、
鶏

一
頭
、
布
一
疋
で
数
十
畝
の
田
を
買
っ
た
者
も
お
り
、
回
が
贋
す
ぎ
て
耕
や
せ
ず
、
佃
戸
も
い
な
い
の

で
人
に
贈
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
者
も
い
た
そ
う
で
あ
る
。

戸
口
は
順
調
に
増
加
し
、
潅
正
七
年
の
報
告
で
は
糧
戸
二
千
五
百
十
一
戸
と
あ
っ
た
も
の
が
、
乾
隆
六
十
年
に
お
い
て
は

一
高
四
千
五
百
四

(

品

開

)

十
戸
、
嘉
慶
十
五
年
に
は
三
高
四
千
七
百
十
四
戸
と
い
う
伸
び
を
み
せ
て
い
る
。
先
に
み
た
川
東
の
雲
陽
鯨
と
、
近
似
し
た
規
模
と
伸
び
で
あ

る
。移

民
の
中
で
は
、
湖
底
出
身
者
が
大
多
数
を
占
め
る
が
、
中
で
も
原
籍
を
湖
北
蹴
城
懸
孝
感
と
す
る
も
の
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
南
濃
鯨
に

(

印

)

限
ら
ず
、
他
の
鯨
で
も
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
一
つ
の
目
を
引
く
現
象
で
あ
る
。
各
省
か
ら
の
僑
民
は
、
嘗
-
初
、
通
婚
も
同
郷
人
の
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聞
で
の
み
行
い
、
習
俗
を
同
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
し
な
い
。

土
着
の
人
聞
も
移
民
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
力
は
弱
く
、
敵
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
雑
居
す
る
客
民
聞
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
は
、
「
客
民
の
長
」
、

(

日

)

す
な
わ
ち

「客
長
」
と
い
う
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

南
漠
蘇
は
大
江
に
潰
し
て
い
な
が
ら
、
順
治
、
康
照
の
聞
に
は
ま
だ
交
通
も
あ
ま
り

盛
ん
で
な
く
、
開
墾
の
居
民
も
、
衣
食
に
浪
漫
と
し
て
い
る
有
様
で
、
粟
を
武
器
に
易

え
、
そ
れ
を
貰
っ
て
家
畜
を
買
う
と
い
う
素
朴
な
交
換
経
済
が
成
立
し
て
い
た
(
少
数

民
族
と
の
取
り
引
き
を
恩
わ
せ
る
〉
。
局
銭
(
康
照
七
年
、
成
都
に
開
局
し
鼓
鋳
さ
れ
て
い
る
〉

(

臼

)

が
通
用
し
始
め
た
の
も
、
乾
隆
の
末
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う。

と
は
レ
え
、
素
朴
な
経
済
環
境
の
中
で
も
、
移
民
は
そ
の
出
身
地
の
経
済
レ
ベ
ル
を

自
ず
か
ら
反
映
さ
せ
て
い
く
。

山
が
ち
で
、

山
あ
い
に
狭
長
な
卒
地
が
あ
る
だ
け
と
い

っ
た
南
漠
懸
の
地
形
の
中
で
住
み
わ
け
て
、
土
着
の
民
と
は
、
農
業
経
営
の
あ
り
方
に
も
顧
著
な
遣
い
を
み
せ
て
い
る
。

土
着
の
民
は
多
く
山
に
依
り
て
田
を
耕
や
し
、
新
籍
の
民
は
多
く
河
に
臨
み
地
に
種
え
る
。
地
に
種
え
る
者
は
、
姻
を
栽
し
、
東
を
植
え

や
や

や

す

る
。
力
較
田
よ
り
逸
く
、
而
し
て
利
或
い
は
こ
れ
に
倍
す
。
然
れ
ど
も
、
力
田
の
子
弟
は
利
微
か
な
る
も
敢
え
て
僻
た
ら
ず
。
種
地
の
子

(

臼

)

弟
は
、
利
厚
く
し
て
騎
り
易
し
。
こ
れ
叉
農
事
中
の
本
末
の
携
な
り
。

着
に
倍
す
る
利
盆
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

健
統
的
な
水
田
耕
作
を
、

山
間
部
で
行

っ
て
い
る
土
着
に
射
し
、
移
民
は
河
岸
に
タ
パ
コ
、
砂
糖
キ
ピ
を
栽
培
し
、
務
力
を
か
け
ず
に
、
土
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す
な
わ
ち
、
長
江
の
北
岸
、
師
耕
城
を
は
さ
ん
だ
東
西
南
保
の
一
帯
は
、
そ
の
沙
質
の
土
壌
が
タ
バ
コ
(
奈
草
〉
に
よ
く
あ
い
、

さ
れ
て
い
た
。
最
初
は
懸
内
を
市
場
に
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
ず
っ
と
下
っ
て
民
園
初
期
に
は
湖
北
に
も
運
錯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

一
面
に
栽
培

-155-
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(

弘

)
う
。
そ
し
て
、
河
岸
の
沙
質
の
土
壌
は
、
砂
糖
キ
ピ
に
も
逼
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

演
江
南
岸
は
、
土
、
熊
を
種
え
る
に
宜
し
。
熱
煉
し
て
糖
を
成
し
、
各
地
に
運
錯
す
。
父
老
相
停
う
る
に
明
代
有
る
無
し
。
清
-
初
、
鹿
市
人

の
遁
来
す
る
者
衆
し
。
始
め
て
故
郷
よ
り
種
を
捕
え
て
萄
に
来
る
。
百
年
遁
街
し
て
遂
に
大
宗
と
な
る
。
懸
中
、
富
室
の
戸
は
多
く
製
糖

(

日

)

を
以
て
起
家
す
。

明
代
に
は
な
か
っ
た
甘
煎
が

情
初
に
な
っ
て
、
簾
東
籍
の
移
民
に
よ
っ
て
、

四
川
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
れ

ば
、
移
民
の
経
済
活
動
に
は
ま
こ
と
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
「
氏
族
表
」
か
ら
み
る
に
、
南
漠
豚
に
お

け
る
康
東
籍
の
移
民
は
、
鯨
東
の
留
賓
場
の
曾
氏
(
始
祖
維
鳳
、
乾
隆
二
年
に
遜
居
)
と
、
長
江
の
北
岸
に
あ
る
羅
龍
場
の
謝
氏
(
始
租
維
翰
、
落

(

日

山

)

正
五
年
に
遜
居
〉
で
あ
る
。
雨
氏
あ
わ
せ
て
、
民
園
に
は
そ
の
子
孫
が
千
五
百
徐
人
に
も
な
っ
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
、
少
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
四
川
省
に
、
従
来
全
く
甘
煎
栽
培
の
経
験
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
北

(

閉

山

)

宋
の
『
糖
霜
譜
』
に
は
、
唐
代
、
郷
和
向
と
い
う
備
が
四
川
の
途
寧
に
造
糖
法
を
停
え
た
と
い
う
俸
読
を
の
せ
て
い
る
。
『
天
工
開
物
』
で
は

甘
皮
に
二
種
あ
る
と
い
い
、
一
種
は
一幅
建
、
庚
東
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
、
も
う
一
種
は
四
川
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
は
西
域

(
開
U

か
ら
俸
来
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
明
代
に
お
い
て
も
四
川
に
は
甘
煎
栽
塔
は
あ
っ
た
わ
け
で
、
た
だ
南
漢
懸
に
ま
で
普
及
し
て

い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
在
来
種
と
異
な
る
贋
東
種
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
恐
ら
く
こ
の
二
面
を
含
ん
で
い
る
の
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で
あ
ろ
う
。

甘
熊
の
値
え
付
け
期
は
春
分
前
後
で
、
牧
穫
は
多
至
前
後
で
あ
る
。
甘
煎
栽
培
農
家
(
青
山
老
板
〉
は
、

(

臼

)

貸
を
う
け
て
い
る
。
製
糖
業
に
は
「
糖
房
」
と
「
漏
棚
」
の
二
種
が
あ
る
。
牧
穫
さ
れ
た
甘
煎
は
、
精
房
に
運
び
込
ま
れ
、
こ
こ
で
牛
力
に
よ

っ
て
搾
汁
し
、
煮
つ
め
て
濃
縮
し
、
原
料
糖
(
糖
精
)
が
作
ら
れ
る
。
黒
砂
糖
(
水
糖
、
紅
糖
)
も
こ
こ
糖
房
で
作
ら
れ
る
。
原
料
糖
を
更
に
精

初
春
に
製
糖
業
者
(
霜
戸
〉
か
ら
前

製
し
、
最
終
的
に
白
糖
に
ま
で
加
工
す
る
の
が
漏
棚
で
あ
る
。

精
製
さ
れ
た
白
糖
は
、
上
は
嘉
定
府
、
眉
州
に
、
下
は
重
慶
、
首
内
燃
に
運
鋪
さ
れ
、
結
糖
(
白
糖
精
製
の
後
作
ら
れ
る
二
次
産
品
〉
は
湖
北
の



宜
呂
、
沙
市
に
運
鈍
さ
れ
る
。
遁
光
か
ら
光
緒
ま
で
が
最
盛
期
で
、
糖
精
の
産
額
は
五
、
六
百
高
勧
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
清
末
、
糖
税
の
増

加
に
よ
り
、
産
額
は
激
減
し
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
四
川
全
省
か
ら
み
れ
ば
、
産
糖
の
匡
域
は
四
十
三
豚
に
の
ぼ
る
と
い
う
(
民
園
期
〉
。

(

印

)

と
す
る
浩
江
流
域
で
あ
り
、
今
で
も
、
こ
こ
は
全
園
的
に
主
要
な
産
糖
匿
と
な
っ
て
い
る
。
南
濃
懸
の
産
糖
は
、
そ
の
護
端
に
連
な
る
と
考
え

中
で
も
主
要
な
産
直
は
、

内
江
を
中
心

て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
解
北
に
は
提
鏑
が
多
く
、
炭
鎖
主
か
ら
運
炭
夫
ま
で
、
石
炭
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
る
も
の
は
五
、
六
千
人
と
い
わ
れ
る
。

曾
氏
は
劉
家
場
に
布
居
す
。
そ
の
初
め
多
く
力
農
版
炭
を
以
て
業
と
な
す
。
而
し
て
合
堰
の
曾
氏
は
最
も
富
貴
な
り
。
兄
弟
六
人
、
歳
牧

(

臼

)

租
穀
三
千
徐
石
。

こ
の
産
炭
地
で
あ
る
劉
家
場
に
住
む
曾
氏
は
、
康
岡
山
七
年
、
湖
贋
か
ら
移
住
し
た
も
の
で
あ
る
。
掘
り
だ
さ
れ
た
石
炭
は
、
鯨
内
で
消
費
さ

(

位

)

れ
る
外
は
、
郵
接
の
富
順
鯨
に
運
鈍
さ
れ
た
。

富
順
懸
自
流
井
に
近
い
南
漢
懸
か
ら
は
、
様
々
な
物
資
が
こ
の
大
盤
場
に
、
迭
り
込
ま
れ
て
い
る
。
石
炭
、
穀
物
に
始
ま
り
、
盟
場
で
大
量
に

(

臼

)

(

臼

)

消
費
さ
れ
る
竹
材
。
雲
南
、
貴
州
か
ら
自
貢
に
動
力
と
し
て
購
入
さ
れ
て
い
く
牛
の
市
も
、
南
漢
で
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
物
資
の
流
れ
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の
中
に
移
民
が
ど
れ
ほ
ど
タ
ッ
チ
し
て
い
た
も
の
か
、
全
容
を
董
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
南
漢
鯨
も
ま
た
、
蓄
財
の
種
に
こ
と
か
か
な
い
土

地
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
了
解
で
き
る
。

四

JlI 

西
(
紅
花
、

タ
バ
コ
)

櫨
州
か
ら
治
江
に
沿
っ
て
朔
る
と
、
内
江
、
資
中
諸
鯨
を
経
て
、
筒
陽
懸
、
金
堂
前
燃
に
達
す
る
。
こ
の
一
脅
か
ら
成
都
卒
原
に
か
け
て
は
、

四
川
省
の
中
で
も
最
も
肥
沃
な
地
帯
で
あ
り
、
開
設
の
歴
史
は
古
い
。
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し
か
し
、
園
初
の
「
戸
口
稀
少
」
と
い
う
現
象
は
、
こ
の
一
稽
も
例
外
で
は
な
く
、

「
献
賊
照
明
を
観
し
て
自
り
、
本
境
(
金
堂
懸
)
繭
に
遭
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開陽東系氏族表

|ぷ清以 )茨薙乾 芳; 道不

前照正隆康光明

湖康 52 19 4 12 45 

庚東 10 5 17 13 

江西 l 3 1 4 1 5 

福建 2 1 l 1 

その他 1 4 1 1 l 

不明 2 1 6 

合計 56 38 11 35 1 2 71 

一一民園 i'O.i'i陽鯨綴志』巻10

士女，氏族表より

う
こ
と
尤
も
惨
た
り
。
兵
焚
の
除
、
居
民
、
手
遺
あ
る
麻
酔
し
。
:
:
・
故
に
本
境
の
人
民

(

白

山

)

は
多
く
他
省
自
り
遷
来
す
る
者
な
り
。」

と
、

移
民
の
足
跡
は
随
所
に
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

(

白

山

)

『
簡
陽
腕
柿
綴
志
』
の
「
氏
族
表
」
に
は
二
一
自
家
あ
ま
り
に
の
ぼ
る
氏
族
の
原
籍
、
世

系
表
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
、

原
籍
不
明
の
九
氏
を
除
レ
た
内
別
け
を
み
る

湖
贋
出
身
が
六
四
%
、

る
。
但
し
、
湖
底
夙
出
身
を
稽
す
る
中
の
四
O
%
は
明
代
の
移
住
者
で
あ
り
、
三
四
%
は

と

庚
東
出
身
が
二
二
%

そ
の
他
七
%
と
な

江
西
七
%、

移
住
時
期
不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
明
代
の
移
住
者
は
全
て
土
着
と
み
な
し
、
移
住
時
期
不
明
の
も
の
は
排
除
し

- 158ー

と
、
土
着
三
九
%
、
湖
底
二
五
%
、
蹟
東
二
三
%
、
江
西
六
%
、
一
晒
建
三
%
、
そ
の
他
四
%
と
な
り
、
農
東
籍
が
湖
贋
籍
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
多

て
、
明
白
に
清
代
の
移
住
者
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
で
、
割
合
を
と
り
直
し
て
み
る

い
こ
と
が
分
る
。

(

門

別

)

郷
援
の
金
堂
燃
で
も
、
楚
箱
約
三
七
%
、
専
籍
二
八
%
、
聞
籍

一
五
%
、
そ
の
他
二
O

%
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
み

れ
ば
、
贋
東
籍
が
湖
底
籍
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
川
西
の
移
民
世
舎
の
特
徴
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
成
都
近
郊
に

〈

伺

)

は
今
な
お
康
東
語
の
話
さ
れ
て
い
る
村
が
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
浩
江
流
域
は
、
前
述
の
甘
煎
を
始
め
、
畑
草
、
棉
花
、
染
料
と
い
っ
た
経
済
作
物
の
豊
富
な
地
帯
で
あ
る
。
移
民
の
活
動
も
、

こ
れ
ら
経
済
作
物
の
栽
培
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
最
初
は
や
は
り
、
一
商
業
行
震
を
し
な
が
ら
の
出
稼
ぎ
的
移
入
で
あ
っ

た
。
典
型
的
な
例
を
み
て
み
よ
う
。

貌
吉
康
は
贋
東
長
楽
の
人
で
あ
る
。

五
人
兄
弟
の
三
男
で
あ
っ
た
が

四

家
が
貧
し
く
傭
牧
を
し
て
い
た
。
十
六
歳
の
時
(
薙
正
二
年
)



川
に
行
け
ば
生
計
を
謀
る
こ
と
が
で
き
る
と
聞
き
、
単
身
簡
陽
の
江
南
舗
に
至
り
、
一
年
後
に
は
商
買
の
除
金
を
も
っ
て
親
元
に
蹄
っ
た
。
再

び
簡
陽
に
戻
り
商
一
頁
を
し
た
が
、
粂
ね
て
耕
作
も
し
、
二
年
後
、
ま
た
積
金
を
も
っ
て
原
籍
に
信
仰
っ
た
。
し
か
し
家
事
の
支
持
し
に
く
レ
こ
と

(

的

)

を
思
い
、
原
籍
の
組
業
は
伯
父
に
託
し
て
祭
回
と
し
、
迭
に

一
家
で
簡
陽
に
遷
居
し
た
。

胡
軒
尚
も
や
は
り
庚
東
長
祭
の
人
で
あ
る
。
乾
隆
初
、
七
兄
参
向
と
と
も
に
、
族
兄
安
向
を
頼
っ
て
簡
陽
に
入
っ
た
。
傭
工
や
一商
買
で
生
計

を
た
て
、
勤
勉
倹
約
の
末
、
わ
ず
か
ば
か
り
蓄
え
が
で
き
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
佃
業
耕
作
を
始
め
た
。
母
の
死
に
際
し
て
は
、
歴
年
の
蓄
え

を
も

っ
て
原
籍
に
鯖
り
、
喪
葬
の
の
ち
、
六
兄
夫
婦
を
伴
い
再
び
簡
陽
に
蹄

っ
た
。
十
年
の
の
ち
分
居
し
、
-
初
め
て
結
婚
す
る
。
晩
年
に
は
簡

(

刈

)

陽
蘇
の
み
な
ら
ず
、
金
堂
懸
に
も
国
産
を
置
い
た
。

の
信
用
も
厚
く
蓄
財
も
で
き
た
。

胡
正
措
は
胡
軒
両
の
曾
孫
で
あ
る
。
十
四
歳
の
時
、
金
堂
蘇
越
鎮
で
計
算
を
皐
び
、
数
年
な
ら
ず
し
て
内
江
花
習
の
経
理
と
な
っ
た
。
客
一
両一

(

引

は

)

因
子
は
増
生
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
規
氏
の
例
で
も
、
胡
氏
の
例
で
も
、
家
族
の
大
部
分
は
原
籍
に
残
っ
た
ま
ま
で
、
身
軽
な
末
弟
が
同
族
や
同
郷
の
停
手
を
頼
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っ
て
四
川
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
備
工
や
行
一
商
で
貯
え
が
で
き
る
と
、
原
籍
に
も
ち
闘

っ
た
り
、
蓄
え
が
押
金
を
ま
か
な
え
る
程
に
な
れ
ば
、

佃
田
耕
作
を
始
め
る
。
佃
戸
に
な
る
こ
と
は
、
居
留
先
に
腰
を
す
え
、

今
白
手
起
家
。

す
る
第
一
歩
と
い
え
よ
う
。
移
民
と
し
て
の
祉
舎
的
地

位
を
コ
ツ
コ
ツ
と
上
昇
さ
せ
て
い
く
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
、
先
に
川
東
で
み
た
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
等
へ
で
て
い
っ

た
華
僑
の
パ
タ
ー
ン
に
も
逼
じ
る
も
の
が
あ
る
。

十
五
、
六
歳
の
時
か
ら
家
業
を
つ
い
で
い

た
が
、

負
債
が
頗
ぶ
る
多
か
っ
た
た
め
、
奮
護
し
て
耕
作
の
あ
い
ま
に
円兼
ね
て
一
商
買
を
始
め
た
。
紅
花
の
販
買
で
あ
る
。
乾
隆
か
ら
嘉
慶
の
五

(

刊

凶

)

田
産
を
五
十
徐
回
も
購
入
し
た
。

周
鴻
繕
(
薙
正
六
年
の
生
れ
)

組

一憲、

父
登
標
が
清
初
に
湖
南
永
州
府
よ
り
簡
陽
に
移
住
。

十
年
聞
に
銀
六
高
金
あ
ま
り
を
積
み
、
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原
籍
湖
南
部
陽
照
。

薙
正
年
開
祖
父
宗
俊
の
代
に
、
簡
陽
に
移
住
。
二
歳
の
時
に
父
が
死
に
、
伯
叔
に
育
て
ら
れ
る
。
嘉
慶
の

開
、
盗
匠
が
起
り
、
郷
人
は
紛
々
と
し
て
域
内
に
避
難
し
た
が
、
俊
有
の
み
は
相
襲
ら
ず
子
弟
を
率
い
て
耕
作
し
績
け
て
い
た
。

周
俊
有
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み
な

是
よ
り
先
、
紅
花
は
吾
が
聞
の
出
産
の
大
宗
な
り
。
閥
、
康
の
洋
一
商
、
威
遠
く
来
り
て
購
う
。
近
ご
ろ
嬰
凱
に
因
り
て
礁
戸
な
し
。
俊
有

は
賎
債
を
以
て
贋
く
こ
れ
を
牧
む
。
月
絵
、
賊
遁
れ
去
る
。
郷
人
始
め
て
蹄
る
、
田
は
蚕
ご
と
く
荒
蕪
、
而
し
て
俊
有
の
牧
穫
は
倉
に
盈

(

向

日

)

ち
、
紅
花
も
ま
た
厚
利
を
獲
る
。
家
遂
に
小
康
な
り
。

こ
の
二
人
の
周
氏
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
の
こ
ろ
、
簡
陽
の
巌
大
の
土
産
は
紅
花
で
あ
っ
た
。
周
俊
有
は
繁
乱
期
に
、
捨
て
値
で
紅
花
の

加
工
場
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。一
幅
建
、
康
東
の
洋
商
が
買
い
付
け
に
き
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
総
出
品
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

民
闘
『
簡
陽
鯨
志
』
に
は
「
乾
隆
志
」
を
引
用
し
て
こ
う
あ
る
。

は
な
は
だ
あ
舎
ら
か

紅
花
州
、
花
は
染
め
采
る
。
そ

の

朱

孔

陽

な

り

。
河
南
、
川
北
等
慮
に
甲
た
り
。
近
来
、
花
は
贋
偽
多
く
、
そ
の
債
途
に
滅
ず
。
計

〈

九

)

る
に
惟
だ
偽
を
去
り
員
を
存
す
る
の
み
、
嘗
年
、
土
産
の
感
を
復
す
る
可
き
に
庶
か
ら
ん
。

偽
の
紅
花
が
出
回
っ
て
、
信
用
を
落
す
ほ
ど
、
そ
の
一
一
商
品
債
値
は
高
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

四
川
の
紅
花
栽
培
に
は
、
明
代
か
ら
、
相
嘗
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大
規
模
な
も
の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
紅
花
は
、
夏
に
開
花
す
る
が
、
早
朝
、
露
の
お
り
て
い
る
聞
に
採
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
嘗
然
、

(

万

)

だ
け
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
短
期
的
な
第
働
力
の
集
約
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
家
の
州
労
働
力

そ
し
て
明
代
の

『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
四

紅
花
場
骸
鬼
間
」
の
中
に
繰
り
贋
げ
ら
れ
る
、
凄
惨
な
殺
人
事
件
は
、
他
な
ら
ぬ
、

「
青
樫
市

探

入

院

四

川

は

新

都

懸

の

、

楊

氏

(

楊

廷

和

、

(補
註
)

楊
恨
の
一
族
か
?
〉
の
経
営
す
る
大
規
模
な
紅
花
園
(
千
徐
畝
と
い
わ
れ
、
客
商
が
休
む
た
め
の
部
屋
も
あ
っ
た
)
が
舞
歪
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
紅
花
に
は
税
銀
も
か
け
ら
れ
、
成
都
府
で
徴
牧
さ
れ
て
い
た
。
乾
隆
二
年
、
資
州
、
資
陽
で
紅
花
を
買
い
つ
け
た
一商
人
が
、
成
都
に

(

市

)

ま
で
報
税
に
行
く
の
は
回
り
道
で
あ
る
と
し
て
、
内
江
に
税
口
を
置
く
よ
う
提
議
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
大
の
産
品
と
さ
れ
て
い
た
こ
の
紅
花
も
、
清
末
に
な
る
と
、
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
。

光
緒
以
前
、
花
を
采
り
淘
浄
し
、
硯
欄
し
て
頼
を
作
り
、
以
て
染
料
と
な
す
。
遠
一
扇
雲
集
し
、
歳
に
そ
の
利
を
撞
ら
に
す
。
放
に
花
は
畦

酷
聞
に
鏑
ね
し
。
洋
紅
出
で
て
自
り
、
そ
の
債
燦
き
に
因
り
て
途
に
奪
う
所
と
な
る
。
種
え
る
者
、
百
の
一
、
二
。
僅
か
に
薬
品
に
供
す
る
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み色。

「
威
同
以
来
、
競
い
て
洋
紅
を
向
」
ぶ
と
い
う
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
凋
落
し
た
も

安
債
な
洋
紅
に
お
さ
れ
た
の
が
、
衰
退
の
原
因
で
あ
っ
た
。

(

刊

日

)

の
で
あ
ろ
う
。
清
末
、
王
増
棋
は
「
紅
花
謡
」
を
作
り
、
紅
花
に
饗
っ
て
簡
陽
で
、
紅
色
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
務
片
の
密
菜
花

で
あ
る
と
、
そ
の
感
慨
を
歌
っ
て
い
る
。

ま
た
、
簡
陽
で
は
、
乾
隆
の
こ
ろ
、
紅
花
よ
り
も
遅
れ
て
で
は
あ
る
が
、
棉
花
の
栽
培
も
始
ま
っ
て
い
る
。

州
属
、

多
く
紅
花
を
種
え
る
。
今
(
乾
隆
〉
則
ち
漸
ゃ
く
棉
を
種
え
、
そ
の
利
の
紅
花
に
倍
す
る
を
知
る
。

威
豊
の
こ
ろ
に
は
「
棉
花
は
州
産
最
も
移
し
」
と
い
わ
れ
、
水
陸
南
路
か
ら
崇
慶
州
、
彰
山
、
資
州
、
内
江
各
地
に
運
錯
さ
れ
た
よ
う
で
あ

(

乃

)

る
。
先
述
の
胡
正
階
が
経
理
と
な
っ
た
内
江
の
花
封
筒
と
は
、
こ
の
棉
花
取
り
引
き
に
閲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

加

〉

甘
蕉
も
「
沿
江
の
民
、
庶
を
植
え
糖
を
作
る
。
州
人
多
く
此
を
以
て
富
を
致
す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
簡
陽
の
重
要
な
経
済
作
物
で
あ
っ
た
。

但
し
、
乾
隆
の
こ
ろ
に
は
糖
房
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
作
ら
れ
て
い
る
糖
は
紅
糖
で
あ
る
。
白
糖
を
作
る
漏
棚
の
鰹
管
は
糖
房
よ
り

資
本
が
い
る
と
い
う
。
あ
ら
か
じ
め
糖
房
か
ら
糖
精
を
買
い
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

簡
陽
の
漏
樹
は
、
道
光
の
初
め
、
曾
姓
に
よ
っ
て
江
岸
に
修
建
さ
れ
た
の
が
最
初
と
い
う
。
ち
な
み
に
「
氏
族
表
」
に
よ
れ
ば
曾
氏
は
五
支

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
籍
は
贋
東
で
あ
る
。
曾
姓
の
漏
棚
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
光
緒
末
に
陳
姓
が
建
造
し
て
厚
利
を
得
た
と
い

(

但

)

ぅ
。
清
末
か
ら
民
園
に
か
け
、
白
糖
を
造
成
す
る
も
の
が
や
っ
と
多
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
川
南
の
南
漠
懸
に
比
較
し
て
、
そ
の

普
及
は
遅
い
よ
う
で
あ
る
。
開
陽
で
は
白
糖
は
資
州
、
内
江
か
ら
運
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

タ
バ

コ
の
栽
培
は
氾
江
流
域
に
盛
ん
に
み
ら
れ
、
筒
陽
懸
で
も
産
す
る
が
、
懸
内
で
消
費
す
る
程
度
で
あ
り
、
何
と
い
っ
て
も
郊
の
金
堂
蘇

が
有
名
で
あ
る
。
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停
休
築
は
江
西
瑞
金
の
人
で
あ
る
。
薙
正
七
年
(
一
七
二
九
)
、
湖
南
を
鰹
て
金
堂
懸
趨
家
渡
に
き
た
。
佃
回
し
、
諸
子
に
力
農
さ
せ
て
手
康

四
川
で
は
ま
だ
畑
草
の
栽
培
は
習
熟
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
満
蒙
八
旗
の
弁
兵
の
必
需
品
で
あ
っ
た
た

く
畑
草
を
種
え
た
。
嘗
持
、

-161-
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め、

(
飽
)

一
時
、
停
姓
の
姻
草
が
錦
城

(
成
都
)
で
珍
重
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

タ
バ

コ
は
明
の
禽
暦
中
か
ら
一幅
建
で
多
く
種
え
ら
れ
、
各
省
に
俸
え
ら
れ
た
。
康
照
、
乾
隆
中
に
し
ば
し
ば
禁
令
が
出
さ
れ
た
が
紐

(問山)

え
る
こ
と
な
く
、
嘉
慶
、
道
光
以
後
は
全
園
的
に
普
及
し
た
と
い
う
。
薙
正
七
年
の
移
民
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
全
園
的

J
h
u
L
ι

、

に
み
て
早
い
受
容
と
い
え
よ
う
か
。
ち
な
み
に
停
姓
の
タ
バ

コ
の
消
費
者
は
成
都
の
満
蒙
八
旗
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
成
都
の
城
内
に
満
城

(

倒

)

(

白

山

)

が
築
か
れ
た
の
は
康
岡
山五
十
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
金
堂
懸
の
タ
バ
コ
は
、
の
ち
に
そ
の
行
錯
地
を
他
省
に
ま
で
の
ば
し
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
幅
建
が
閣
内
に
お
け
る
タ
バ
コ
の
設
生
地
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
取
引
き
に
閲
し
て
は
、

一幅
建
村
山
が
牛
耳
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

川
東
の
雲
陽
線
に
も
時
代
は
下
る
が
、
そ
の
活
躍
が
み
ら
れ
た
。

ゆ
た
か

畑
草
を
業
と
す
る
者
、
闘
人
多
し
、
顔
、
慮
諸
姓
は
皆
に
清
中
葉
に
来
り
、
そ
の
業
を
以
て
鯨
(
雲
陽
〉
中
に
名
あ
り
。
利
頗
ぶ
る
鏡
。

ま
す

(

m

m

)

今
多
く
土
人
こ
れ
を
承
く
。
畑
草
は
金
堂
諸
鯨
に
出
で
、

漁
、
高
よ
り
鱒
蓮
す
。
近
ご
ろ
利
盆
ま
す
薄
き
も
、
な
お
他
業
に
勝
る
。

金
堂
豚
の
タ
バ
コ
は
、

重
慶
、
寓
燃
を
経
て
、
雲
陽
に
ま
で
搬
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
雲
陽
の
タ
バ
コ
業
は
、

一幅
建
か
ら
の
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移
民
で
あ
る
頼
氏
、
直
氏
が
牛
耳
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
虚
氏
は
砂
糖
も
あ
っ
か
つ
て
レ
た
。

し
ヴ

字
音
三
、
原
籍
一帽
建
汀
州
。
道
光
中
、
父
に
随
い
懸
(
雲
陽
)
に
来
る
。
時
に
懸
中
一商
務
正
に
蕃
し
。
凡
そ
客
籍
皆
利
を
獲
る
。む

ず

塵
氏
は
粂
ね
て
畑
糖
雨
庖
を
替
な
み
、
大
い
に
蓄
う
る
所
あ
り
。
皆
聞
に
寄
せ
て
回
宅
を
買
う
。
而
し
て
豚
に
在
り
て

更
に
姻
姫
を
締

ぶ
。
後
留
ま
る
に
陪
い
て
去
か
ざ
る
な
り
。
牟
は
開
敏
弘
紳
、
贋
く
交
遊
し
、
上
は
嘉
(
定
)
、
絞
(
州
)
、
櫨
(
州
)
、
総
及
び
資
(
州
)
、
内

(

同

町

)

(
江
)
諮
問
称
に
達
す
。
悩
糖
雨
業
は
皆
郷
人
の
交
買
す
る
あ
り
、
聾
気
呼
躍
し
利
率
自
か
ら
倍
す
。

直
牟

元
来
、
客
一商
で
あ
っ
た
車
氏
は
、
雲
陽
に
定
住
し
て
か
ら
も
、

そ
の
交
易
の
範
圏
は
庚
く
、

タ
パ
コ
、
砂
糖
の
買
い
付
け
に
は
、
出
江
地
域

に
も
足
を
の
ば
し
て
い
る
。

四
川
に
お
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
場
市
が
新
た
に
開
設

さ
れ
た
。
済
中
葉
以
後
、
省
内
の
一商
業
活
動
は
こ
と
に
活
設
と
な
り
、
客
籍
の
も
の
が
大
い
に
利
金
を
得
た
と
い
う
。
虚
氏
が
雲
陽
に
入
っ
て

康
照
、
乾
隆
ま
で
を

一つ

の
ピ

l
ク
と
し
て
、
集
中
し
た
移
民
が
定
住
す
る
に
つ
れ
、



き
た
の
も
、
こ
の
商
業
活
動
の
高
ま
り
に
の
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
清
初
の
移
民
の
成
果
と
い
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。

お

わ

り

清
朝
が
園
初
に
意
園
し
た
四
川
の
荒
土
開
墾
は
、
す
み
や
か
に
成
果
が
あ
げ
ら
れ
、
康
照
五
十
二
年
に
は
、

(
∞
∞
)
 

開
墾
さ
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
成
都
附
近
を
中
心
に
と
ら
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
乾
隆
年
聞
に
も
な
お
績
々
と
移
民
の
波
は
績
き
、
ピ

「今、

四
川
の
荒
田
己
に
蚤
く

ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
移
民
の
活
動
は
王
朝
の
開
墾
政
策
を
の
り
こ
え
て
、

は
る
か
に
多
彩
に
く
り
慶
げ
ら
れ

て
い
っ
た
。

移
民
活
動
は
嘗
初
か
ら
、

一商
業
行
震
と
竪
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
移
住
の
首
座
は
出
稼
ぎ
的
な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
資
本
に
恵

ま
れ
な
い
移
民
は
、
行
一
商一
に
よ
り
資
金
を
貯
え
、
佃
田
耕
作
の
手
が
か
り
を
作
る
こ
と
が
先
決
で
あ
っ
た
。
原
籍
の
産
業
を
買
却
し
、
何
が
し

か
の
資
本
を
据
え
て
レ
た
も
の
も
、
自
己
の
産
業
を
更
に
旗
大
す
る
た
め
に
は
、
積
極
的
に
経
済
作
物
の
栽
培
を
行
い
、
自
ら
販
責
行
魚
も
行

-163ー

な
う
。

移
民
が
原
籍
の
経
済
レ
ベ
ル
を
反
映
し
、
従
来
の
四
川
に
な
か
っ
た
、
タ
バ
コ
、
砂
糖
キ
ピ
の
栽
培
、
砂
糖
の
製
法
等
を
停
え
た
こ
と
は
、

四
川
経
済
に
と
っ
て
新
た
な
可
能
性
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
前
貸
し
の
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
伺
え
る
し
、
移
住
州
労
働

カ
を
組
織
し
て
大
規
模
な
農
園
経
営
を
す
る
一
商
業
資
本
の
存
在
も
み
ら
れ
る
。

移
民
の
活
動
が
農
業
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

盟
井
や
炭
鎮
の
開
設
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
て
い
い
。

四
川
に
お
い

て
、
長
い
停
統
を
持
つ
盟
業
で
あ
り
な
が
ら
、
移
民
が
か
く
参
入
し
え
た
の
も
、
土
着
の
持
た
ぬ
資
本
力
を
移
民
が
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う

797 

ま
た
清
朝
の
盟
業
管
理
は
四
川
に
お
い
て
ゆ
る
や
か
で
あ
り
、

(

ω

)

 

と
。
炭
鎖
も
ま
た
、
他
の
五
金
の
鎖
山
と
違
い
、
王
朝
の
封
禁
令
が
な
く
、
民
の
自
由
な
開
設
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
か

っ
た
で
あ
ろ

治
安
に
影
響
の
な
い
限
り
は

民
聞
の
自
由
開
撃
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
こ
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(
卯
)

ぅ
。
そ
し
て
炭
鎖
の
盛
ん
な
開
設
は
、
燃
料
を
大
量
に
消
費
す
る
盟
業
、
糖
世
末
、
醸
造
業
の
活
溌
化
を
裏
付
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

移
民
の
力
に
よ
っ
て
新
た
に
開
設
さ
れ
た
産
品
の
生
産
規
模
も
、
始
め
は
、
豚
内
、
あ
る
い
は
数
鯨
、
と
い

っ
た
省
内
消
費
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
清
末
か
ら
民
園
に
ま
で
下
れ
ぽ
、
も
の
に
よ

っ
て
は
、
省
外
に
ま
で
販
出
さ
れ
る
成
長
を
み
せ
、
今
日
に
ま
で
績
く
産
口
聞
の

多
い

こ
と
を
思
え
ば
、
移
民
活
動
が
四
川
経
済
に
加
え
た
挺
子
入
れ
は
、
員
に
強
い
も
の
で
あ

っ
た
と
評
債
で
き
よ
う
。

ま
た
祉
曾
的
に
み
て
も
、
一Z一口話
、
風
俗
を
異
に
す
る
排
他
的
な
移
民
集
園
の
雑
居
は
、
通
常
の
行
政
支
配
だ
け
で
は
治
め
き
れ
ぬ
も
の
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
移
民
連
は
、
師
属
一
意
識
を
同
郷
意
識
の
つ
な
が
り
に
よ
っ

て
満
た
そ
う
と
し
、
土
着
と
み
な
さ
れ
る
先
住
者
も
、
前
代

の
移
民
と
い
う
こ
と
で
そ
こ
に
つ
な
が
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

婦
層
先
を
も
て
ぬ
は
み
だ
し
者
に
は
、
客
民
聞
の
す
き
聞
を
う
め
る
よ
う
に
包
寄
(
一
苛
老
舎
)
の
存
在
が
や
が
て
組
織
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
四
川
の
経
済
に
お
レ
て
、
特
に
流
通
面
に
お
い
て
重
要
な
側
面
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本

提
示
し
て
し
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

稿
の
範
囲
を
逸
股
す
る
。
移
民
枇
曾
の
構
成
等
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
多
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
移
民
の
経
済
活
動
の
多
様
さ
を

-164ー

註(

1

)

胡
昭
峨
『
張
献
忠
屠
街
孜
緋
l

粂
析
湖
底
風
間
供
四
川
』

四
川
人
民
出
版
社
九

O
頁
。

(

2

)

郭
松
義
「
清
代
的
人
口
噌
長
和
人
口
流
遜
」
『
清
史
論
叢
』
第
五
偶

一O
五
賞
。

(

3

)

鈴
木
中
正

『清
朝
中
期
史
研
究
』
鰍
原
告
応
一

九
七

一
年

安
野
省
三
「
清
代
の
農
民
反
飢
」
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
口

此
6

二
O
一頁。

(
4
〉
拙
文

「清
代
四
川
の
機
業
資
本
」

一
九
八
O
年

『明
清
時
代
の
政
治
と
祉
曾
』

一
九
八
三
年

京
郎
大
準
人
文
科
皐
研
究
所
五
三
四
頁
。
李
四
友
堂
の

祖
先
は
元
末
の
移
民
、
玉
三
畏
堂
の
祖
先
は
明
末
清
初
湖
北
よ
り
の
移

民
、
胡
勉
粛
の
祖
先
は
河
南
人
。
実
景
議
堂
の
祖
父
は
道
光
十
二
年
、

湖
南
よ
り
入
川

(
「健
築
地
区
首
屈
一
指
的
大
場
一
商一
l
奥
景
譲
堂
」

『
井
堕
史
通
訊
』一

九
七
九
年

第一

期
に
よ
る
)
。
な
お
張
皐
君
、

将
光
祭
『
明
清
四
川
井
監
史
稿
』
に
は
王
三
畏
堂
、
央
旦
思
議
堂
と
も
に

そ
の
先
世
は
明
初
の
移
民
と
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

嘉
慶

『
四
川
通
士
心
』
各
八
二
武
備
士
心

武
功
。
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(

6

)

同
右
各
六
二
食
貨
志
田
賦
上
。

(

7

)

『
清
代
四
川
財
政
史
料
』
五
五
頁
に
康
照
『
四
川
総
士
官
邸
官
一

O

貢
賦
〈
康
照
十
二
年
吏
部
盛
岡
恭
報
招
田
川
民
安
播
数
日
題
本
〉
を
引

J
1
 

(

8

)

起
科
の
年
限
は
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
。
薙
正
八
年
に

は
荒
田
は
六
年
起
科
、
荒
地
は
十
年
起
科
と
あ
る
。
『
清
朝
文
献
通
考
』

巻
二
、
径
三
、
回
賦
考
。

(

9

)

嘉
慶
『
四
川
通
志
』
巻
六
回
食
貨
志
戸
口
。

(
凶
)
同
右
附
李
先
復
疏
〈
鴛
陳
楚
民
寓
萄
之
宝
口
伏
一耐
敷
都
銀
加
査
逐
以

値
残
駒
常
事
〉
。

円
U
)
同
右
巻
首
之
一
康
県
五
十
二
年
葵
巳
十
月
丙
子
。

(
ロ
)
同
右
康
県
五
十
一
年
五
月
二
十
日
。

(
日
)
同
右
各
首
之
二
薙
正
六
年
戊
申
二
月
甲
辰
。

(

M

)

殴
如
煙
『
三
省
遜
防
備
覚
』
巻
一
一
策
略
。

流
民
之
入
山
者
:
:
;
西
南
則
取
道
重
慶
、
一
安
府
、
宜
回
目。

(
日
)
(
U
X
U
)
民
園
『
雲
陽
懸
志
』
巻
一
一
一
一
躍
俗
中

農。

(
凶
)
同
右
各
一
地
理
。

円
四
)
同
右
巻
二
五
土
女
番
沓
一
李
茂
亮
。

(
却
〉
同
右
各
二
八
土
女
番
奮
四
曾
統
瑳
。

(
幻
)
同
右
各
二
三
族
姓
。

(

m

必
〉
特
に
山
地
で
は
佃
租
が
安
か
っ
た
。
園
初
に
賦
額
が
定
め
ら
れ
た

が
、
人
戸
も
荒
涼
と
し
、
土
着
の
百
姓
に
は
納
課
が
困
難
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
外
省
の
客
民
を
募
っ
て
地
を
輿
え
納
賦
を
引
き
受
け
さ
せ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
課
た
る
や
幾
銭
幾
分
か
に
す
ぎ
ず
、
土
地
の
方
は
数

里
に
も
渡
る
庚
き
で
あ
っ
た
。
客
民
も
耕
作
し
き
れ
ず
客
佃
を
招
き
、

数
十
年
の
聞
に
七
、
八
縛
す
る
ケ
l
ス
も
あ
り
、
佃
戸
は
招
主
の
み
を

知
り
、
つ
い
に
地
主
が
誰
か
は
知
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
と
い
う
。
『
一
一
一

省
選
防
備
費
』
巻
一

一
策
略
。

円お
X
U
A
)

『
雲
陽
蘇
志
』
巻
一
三
種
俗
中
農
。

沓
回
取
租
最
軽
。
穫
十
輪
五
。
尤
軽
者
主
四
佃
六
。
山
地
雑
植
。
雌

略
徴
銭
、
徐
潤
正
多
。
主
不
加
租
、
佃
亦
重
力
、

墾
荒
成
熟
、
増

位。。
9
a

種
桐
柄
。

(
お
)
同
右
巻
=
ニ
躍
俗
中

一商。

(
お
)
『
三
省
遊
防
備
質
』
巻
九
山
貨
。

(
幻
)
同
右
各
一
一
策
略
。

流
民
之
入
山
者
、
:
:
:
通
有
郷
賞
、
使
寄
住
骨
局
地
開
盤
。
伐
木
支

縁
、
上
覆
茅
草
、
僅
蔽
風
雨
。
:
・
:
故
統
謂
之
棚
民
。
其
開
荒
成

熟
、
佳
久
有
業
、
及
小
貿
易
管
生
者
、
漢
輿
卒
場
人
別
JL
日
新
民。

鄭
宜
人
則
稽
信
用
客
民
。

〈
叩
山
)
奥
崎
沖
『
四
川
堕
政
史
』
巻
二
場
産

第

一
章

沿
本

第
二
節

援
産
之
興
廃
。

(

m

m

)

同
右
第
三
章
場
匿
第
三
節
各
場
之
等
級
一
級
は
富
祭
場

の
み
。

(
鈎
)
『
雲
陽
師
紳
士
官
各
一

O
監
法
。
な
お
雲
安
の
駒
場
に
お
い
て
勝一両一

は
湖
北
賞
州
人
が
多
い
と
い
う
が
、
一
般
的
に
四
川
に
お
い
て
は
、
木

地
に
般
質
な
商
人
が
少
な
く
、
大
牢
は
挟
西
商
人
に
静
引
を
租
借
さ
せ

て
い
る
。

(
h
U
)

鍵
潟
、
富
順
の
開
場
で
も
堕
井
開
撃
の
匠
作
は
す
べ
て
貴
州
省
の
人

と
い
わ
れ
る
。
『
三
省
透
防
備
覧
』
巻
九
山
質
。

(
辺
)
『
雲
陽
田
紳
士
官
巻
二
三
族
姓
。
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(
お
)

『
四
川
敏
政
史
』
巻
一
一
一

戸
。

(
引
さ
『
雲
陽
蘇
志
』
巻

一
O
堕
法
。

(
お
)
同
右
各
二
七
土
女
番
醤
三

〈
お
)
同
右
各
二
六
士
女
番
沓
二

(
幻
)
同
右
各
一

O
臨
法
。

(
お
)
丁
賢
偵
『
四
川
取
法士心
』
巻

五

井

廠

五

沿

革

下

図

朝

彰

〈
雲
一安
場
風
土
記
〉
を
引
く
。
原
誠
威
盟
『
雲
陽師紳士ル
』
。

(
鈎
)
『
雲
陽
豚
志
』
単
位
二
五
士
女
番
沓
一
陶
感
演
。

(
川
明
)
同
右
各
二
六
土
女
者
醤
二
諦
錫
高
品。

(
位
)
同
右
巻
一

O

開
法
。

(
必
)
同
右
各
二
一
洞
闘
。

(
必
)
同
右
各
二
七
土
女
番
務
三
股
希
賢
。
ち
な
み
に
清
末
、
重

度
に

「
臨
郷
約
」
と
呼
ば
れ
る
民
開
の
運
輸
、
郵
便
業
が
あ
っ
た
。
そ

の
名
の
由
来
は
、

湖
底
填
局
の
際
、
湖
北
脇
城
か
ら
大
量
の
農
民
が
四

川
に
遜
居
し
た
が
、
彼
ら
は
毎
年
人
を
選
び
、
土
産
や
手
紙
を
託
し
て

故
郷
と
連
絡
し
て
い
た
。
そ
れ
を
蹴
城
の
蹴
と
地
域
の
調
解
の
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
の
郷
約
を
合
格
し
、
附
郷
約
と
呼
び
習
わ
し
て
い
た
も
の
か

ら
と

っ
た
と
い
う
。
「
西
南
民
間
運
輸
巨
摩
J
鵬
郷
約
。
」
『
四
川
文
史

資
料
法
輯
』
第
七
瞬
。

(

U

制
)
周
家
州
他

「復
興
隆
煤
蹴
倒
史
」

『
四
川
文
史
資
料
選
輯
』
第
十
五

籾

七

三

頁
。

(江川)

『
四
川
通
士
山
』
巻
一

O
四
職
官
志
。
図
朝
職
官
題
名
に
よ
れ
ば
、

難
正
四
年
の
巴
豚
知
豚
は
王
経
曾
。
周
姓
の
知
豚
は
周
孔
態
(
山
東

人
、
康
隈
五
十
七
年
任
〉
周
仁
摩
(
河
南
人
、
康
県
六
十
年
任
〉
の

胡
徳
集
。

郭
在
鳳
。

陶
誤 升唱

み
。
懐
憶
の
記
憶
遠
い
か
。

(
日
明
)
古
洛
東

(O
o
c
E
o
ロ
)
『
聖
教
入
川
記
』
一
九
八
一
年
四
川
人
民

出

版

社

七
三
頁
。
原
本
は

一
九

一
八
年
、
重
度
曾
家
岩
野
一
袋
小
書
局
印

行
。

。
。
己
正

g
は
一
八
六
六
年

l
一
九
三

O
年、

重
度
で
活
動
し
て

い
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
数
師
。
四
川
省
国
書
館
磁
。

(
幻
)
同
右
羅
氏
七

O
頁
。
張
氏
七
二
貝
。
李
氏
七
二
頁
。
人
エ
氏
七
四
頁
。

呂
氏
は
江
西
臨
江
府
人
、

川
南
叙
府
に
居
住
。
楽
鋪
を
経
営。

乾
隆
十

四
年
死
。
七

O
頁。

(
崎
明
)
『
四
川
通
志
』
巻
一

O
四
職
官
志
。
園
朝
職
官
題
名
に
よ
れ
ば
、

本
寸
ロ
呈
芳
、
遼
東
隼
人
、

康
照
三
年
任
と
あ
る
。
民
図

『
南
渓
勝
志
』
径

二
食
貨
に
は
康
照
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。

(
品目
)
民
園
二
十
六
年
『
南
渓
将
志
』
単位
二

食
貨
篇
第
四
近
三
百
年
民

生
消
長
朕
況
三
四
一

頁
。

(
印
)
胡
昭
犠
は
『
張
献
忠
屠
萄
孜
排
』
の
三
章
で
、
外
省
よ
り
入
川
し
た

移
民
の
出
身
地
を
、
各
地
方
志
の
氏
絞
表
に
基
っ
き
計
量
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
移
民
氏
族
の
中
で
、
湖
北
山削
減
鯨
出
身
の
占
め

る
割
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
概

一%
W

A

W

A
町
A
W
A

一

一

概

一
%

W

A

W
C

一
村例

一
0

3

5

4

3

一

↑

付叫

一
7

5

1

↑

:

一
流

一
4

2

2

5

8

一

1

一
極

-
1

2

5

一

前

一
剣

一

一
衣

一
側

一

一

以

一
原

↑

↑

一

原

一

一

清

一
名

一
川

府

渓

安

陽

一
清

一
名

一
川

渓

陽

一

一

一

度

一

一

一

一

一
勝

一
合

重

南

庚

筒

一

一
懸

一
合

南

側

一

本
稿
で
は
、
清
以
前
の
移
民
は
全
て
土
着
と
み
な
し
て
い
る
が
、
土
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着
に
湖
北
山
川
城
麻
出
身
と
稽
す
る
氏
族
が
と
り
わ
け
多
い
の
は
興
味
深

い
。
明
代
の
雌
城
と
い
え
ば
、
李
卓
吾
、
何
心
際
、
郵
割
問
渠
の
三
異
人

が
秋
天
翠
を
頼
っ
て
寄
寓
し
て
い
た
所
で
あ
り
、
明
末
に
は
奴
援
の
舞

裂
と
な
っ
た
土
地
柄
で
あ
る
。
四
川
と
ど
の
よ
う
な
ル

1
ト
が
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
移
民
は
多
く
同
郷
を
頼
っ
て
入
川
し
て
く
る
こ
と
を
思

え
ば
、
特
定
の
懸
の
出
身
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議

で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
湖
北
附
城
出
身
を
稿
す
る
歎
の
多
さ

は
異
常
と
も
い
え
、
地
方
志
の
編
纂
者
も
大
き
な
疑
問
を
呈
し
て
い

る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
元
末
、
四
川
に
大
夏
政
権
を

樹
立
し
た
明
玉
珍
の
出
身
が
湖
北
随
州
で
あ
り
、
孝
感
に
近
か
っ
た
。

明
玉
珍
と
と
も
に
入
川
し
て
き
た
湖
北
人
の
勢
力
が
強
か
っ
た
た
め
、

土
民
も
他
民
も
そ
の
戸
籍
を
冒
稽
し
て
庇
護
を
求
め
た
と
い
う
の
で
あ

る

(
『南
渓
附
紳
士
亡
各
四
種
俗
下
六
二
二
頁
)
。
要
す
る
に
湖
北
脇

減
の
出
身
と
い
え
ば
手
づ
る
を
え
ら
れ
、
四
川
で
は
弱
娠
り
を
き
か
せ

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
)

民
園
『
南
渓
懸
志
』
巻
四
種
俗
篇
第
八
下

風
俗
六
一
九
頁
。

(
臼
)
同
右
各
二
食
貨
篇
第
四
銭
幣
三
三
六
頁
。

(
臼
)
同
治
『
南
渓
鯨
志
』
径
三
風
俗
農
事
。

(
臼
)
民
園
『
南
渓
師
紳
士
ゆ
』
径
二
食
貨
篇
第
四
物
産
二
七
五
頁
。

(
日
〉
同
右
二
八
三
頁
。

(
日
刊
)
同
右
巻
四
櫨
俗
篇
第
八
下
風
俗
六
二
七
頁
、
六
三

O
頁。

(
幻
)
王
灼
『
糖
霜
譜
』
原
委
第
一
。
こ
こ
に
い
う
糖
霜
は
泳
糠
で
あ
る
。

(
時
)
宋
態
星
『
天
工
開
物
』
甘
噌
第
六
止
を

煎
種。

〈

ω)
民
園
『
南
渓
勝
志
』
径
二
食
貨
篇
第
四
物
産
二
八
三
頁
。
砂

糖
キ
ビ
農
家

へ
の
前
貸
を
一
万
す
資
料
と
し
て
、
割
註
に
引
用
さ
れ
て
い

る
、
富
順
の
陳
崇
哲
の
詩
が
重
要
で
あ
る
。

種
得
首
円
挺
庶

預
貸
十
千
八
千
銭

(種
砕い
者
皆
以
春
初
貸
銭
霜
戸
)

始
春
得
銭
十
勝
千

牢
果
飢
腹
牢
入
回
(
以
下
略
)

ま
た
四
川
に
お
け
る
俸
統
産
業

(
織
錦
、

踊-業
、
糖
業
、
採
煤
等
身
〉

の
技
術
的
な
あ
ら
ま
し
は
、
諒
日
一
間
編
者
『
中
華
民
図
工
義
国
設
』

一
九
五
六
年
中
華
叢
書
に
詳
し
い
。

(
印
)
裏
組
問
が
日
本
に
割
譲
さ
れ
て
か
ら
は
、
中
園
園
内
に
お
い
て
、
四
川

の
産
糖
量
が
最
も
多
く
、
民
園
八
年
か
ら
二
十
五
年
に
至
る
卒
均
年
産

は
一
百
八
十
五
高
公
捲
で
、
全
園
の
首
位
で
あ
っ
た
と
い
う
。
内
江
は

花
江
流
域
に
お
い
て
産
量
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
最
大
の
集
散
市
場
で

あ
っ
た
。
『
中
華
民
園
工
套
図
説
』
九

熱
糠
一
一
一
一七
頁
。

(
m
m
)

民
園

『
南
渓
問
紳
士
心
』
各
四
艦
俗
篇
第
八
下

風
俗
六
二
一

頁。

(
臼
)
同
右
各
二
食
貨
篇
第
四
物
産
二
七
九
頁
。

(
臼
)
同
右

一一一一

五
頁
。
自
流
井
で
は
、
そ
の
濁
特
な
卓
筒
井
及
び
視
の

構
造
か
ら
、
竹
材
の
需
要
が
極
め
て
高
く
、
四
川
山
匿
の
み
な
ら
ず
、

雲
南
、
貴
州
、
侠
西
、
湖
底
か
ら
ま
で
大
量
の
竹
材
を
購
入
し
て
い

た
。
南
渓
懸
か
ら
は
一
年
も
の
の
刺
竹
、
鶏
爪
竹
が
販
出
さ
れ
て
い
っ

た

(
臼
)
同
右
二
八
五
頁
。
牛
市
盛
於
清
時
。
飯
自
演
斡
幾
之
自
貢
。
毎
週

集
期
、
恒
数
百
隻
、
蹄
跡
交
道
、
親
信
用
中
心
。

(
間
山
)
民
闘
十
年
『
金
堂
麻
績
志
』
巻
一
一
一
食
貨
戸
口
。

(
白
山
)
民
園
二
十
年
『
倒
陽
懸
績
志
』
径
一

O

士
女
篇
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門
的
む
民
園
十
年
『
金
堂
鯨
績
士
山
』
巻
三
食
貨
戸
口
。

(
槌
〉
『
張
献
中
山
屠
窃
孜
排
』
八
四
頁
。
成
都
の
東
山
地
帯
、
す
な
わ
ち
哲

華
陽
蘇
腐
の
隆
興
銀
、
保
和
場
、
西
河
場
、
三
墓
場
、
大
面
鋪
、
仁
和

場
、
得
勝
郷
、
同
興
場
。
「
土
庚
東
」
と
呼
ば
れ
る
客
家
は
、
先
後
し

て
川
南
各
豚
で
墾
殖
し
、
再
び
萄
北
に
濯
居
し
た
と
い
う
。

(
印
)
『
鱗
陽
豚
績
士
山
』
巻
四
土
女
篇

孝
友

三
O
五
頁
。

(
叩
〉
同
右
三

O
四
頁
。

ペ

九

)

同

右

巻

六

土

女

篇

善

行

四

七

O
頁
。

ハ刊
M

)

民
閣
十
六
年
『
餅
陽
懸
志
』
巻
一
二
土
女
篇

善
行
。

ペ
η
)

『
繍
陽
麻
績
志
』
巻
五
士
女
篇
孝
友

四

二
三
頁。

(九〉
(

π

)

「
簡
陽
豚
志
』
巻
一
九
食
貨
篇
土
産
。

(
符
)

徐
光
啓
『
農
政
全
室
田
』
巻
四

O

種
植
雑
種
下
。
一
傾
牧
花
、
日

須
百
人
摘
。
以
一
家
手
力
、
十
不
充
一
。
但
駕
車
地
頭
、
毎
旦
骨
固
有
小

児
偉
女
、
百
十
除
群
。
自
来
分
捕
、
正
須
卒
量
、
中
半
分
取
。
こ
れ
は

明
代
の
情
景
で
あ
る
が
、
清
代
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

(
府
内
)
『
四
川
遁
士
山
』
巻
六
七
食
貨
志
権
政
。

(
花
)
紅
花
諸

関
州
四
野
開
紅
花
:
:
:
摘
花
盈
櫓
入
花
桟
佑
客
金
銭
捜
無
算
:
;

自
従
洋
妊
飯
焚
紅
花
客
不
来
花
桟
空
:
:
・
開
設
栽
花
能
嫌
銭

有

利
莫
如
鵜
片
煙
。
(
『簡
陽
問
紳
士
山
』
各
一
九
食
貨
篇

(
乃
×

ω)
『
簡
陽
鯨
志
』
巻
一
九
食
貨
篇
土
産
c

(
刷
出
)
同
右
巻
二
二
躍
俗
篇
風
俗
。

(
回
)
『
張
献
忠
屠
局
孜
緋
』
九
六
頁
に
民
園
『
重
修
得
氏
宗
譜
』
巻
一

O

(
四
川
大
皐
図
書
館
蔵
)
を
引
用
。

(
出
)
『
簡
陽
腕
肺
志
』
巻
一
九
食
賃
借
胴
土
産
。

(
剖
)
「
四
川
遁
士
山
』
巻
二
四
輿
地
志
城
池
。

(
お
)

『
金
堂
懸
綴
志
』
を
一
議
域
一
ム
ハ
ム
ハ頁
。

(
出
叩
)
『
雲
陽
蘇
志
』
各
一
一
一
一
雄
俗
中

一荷。

(
加
山
)
同
右
各
二
六
士
女
番
奮
二
慮
牟
。

(
∞
∞
〉
『
四
川
通
志
』
巻
首
之
一
康
県
五
十
二
年
笑
巳
十
月
丙
子
。

〔

m
m
)

前
掲
「
清
代
四
川
の
府
業
資
本
」
参
照
。

(
川
別
)
『
清
園
行
政
法
』
第
二
巻
第
五
章
産
業
第
二
節
破
業
四

二
頁
備
考
。
煤
ハ
従
来
薪
炭
ト
同
調
シ
積
物
ノ
一
一
種
ト
シ
テ
之
ヲ

認
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
キ
・
:
・
:
従
ヒ
テ
一
般
磁
物
-
一
関
ス
ル
法
規
ハ
煤
ニ

適
用
セ
ラ
レ
ス
叉
康
照
薙
正
ノ
開
硝
制
禁
ノ
令
ノ
如
キ
モ
亦
蓋
シ
煤
ニ

及
ハ
サ
リ
シ
ナ
ラ
ン
。

(
補
註
)
楊
恨
に
は
「
青
棲
断
紅
粉
之
魂
白
日
照
翠
苔
之
骨
」
と
い
う
文

が
あ
り
、
人
々
が
惇
請
し
て
い
た
と
い
う
。
小
説
の
題
は
こ
れ
を
も
じ

り
、
楊
氏
を
中
傷
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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to study the entire system of Substance and Function or the Principle

of Nature and Life 性命之理, but rather to apply themselves to one task

or one art. In particular,they should devise ａ plan of Li whereby one

person

　

specializedin“Capping and Marriage”, another in万“:Funeralsand

Sacrifices”ｅtｃ｡

　　　

This was the main point of Yan Yuan's theory of learning. Moreover,

he established ａ model for the realizationof this ideal, and within it he

allowed for the concrete practice of Li.

THE IMMIGRANT ECONOMY OF SICHUAN IN

　　　　　　　　　

QING DYNASTY

Mori Noriko

　　　

At the beginning of the Qing dynasty, there　was a vigorous move-

ment of immigration into the relatively sparsely populated Sichuan basin

helped partly by government policies to promote land reclamation. Since the

immigrants were largely from Hubei and Hunan, the ｅχpression“The Hu

provinces fillin Sichuan” （ＨｕｅｕａｎｓｚｈｅｎＳｈｕ湖廣填蜀) came into being.

　　　

Until now, this phenomenon of immigration has been looked at in con-

nection with the White Lotus Rebellion of the Jiaqing 嘉慶period, but its

own economic activity has not been ｅχplicitlystudied. Nevertheless, if we

look at the reality of this phenomenon in detail, we can see that the sphere

of activity ｅχtended to the entire Sichuan basin; and going beyond the

intentions

　

of the Qing government, it was heavily in日uenced by com-

　　　

●

　

●mercial interests.

　　　

There were　various classes of immigrants. ０ｎ the one　hand there

゛８ｓａ strong character of 且uidity, like that of the shed people （ｐｅｎｇｒｒｄｎ

棚民), while on the other　hand there were people who succeeded in

accumulating capital by cultivating such commercial crops as saffron,

゜edicinal herbs and sugarcane, and by producing salt and coal.

　　　

The activity of the immigrants 扮ought Sichuan
up to the econonic

level of their original home provinces･ and they became
ａ great help to

the Sichuan economy｡
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