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支
部
に
於
け
る
水
利
経
済

1

ヴ

ア

ル
ガ
を
駁

す
I

大

上

末

席

雑

鏡

支
那
に
於
け
る
水
利
建
碑

今
年
の

1
月
鱗
の
『改
造
』
で
'
故
福
田
徳
三
博
士
は
'
グ
ア

ル
ガ
の
『
世
界
控
済
年
報
』
を
許
し
て
'
そ
の

『
構
想
'
分
析
､

批
判
の
如
何
に
も
該
博
で
あ
る
と
共
に
深
刻
で
あ
り
'
政
利
で

あ
る
と
共
に
確
茸
(正
確
と
は
言
ひ
得
な
い
)
で
あ
る
こ
と
を
見

出
し
て
､
骸
然
と
し
て
驚
き
を
成
す
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
』
と

し

『
凡
そ
世
鼎
建
碑
の
胡
軟
の
批
判
的
記
述
と
し
て
p
此
の
署rJ

に
胡
は
か
iI
は
と
b
lも
b
lは
i‥
-
叩

二
′も
月
け
Yt,軒
屯
.1
』

と
]1]]TTつ
て
▲写
り
る
ヽ
n

l
l~
一

碩
畢
稲
田
博
士
の
情
み
な
き
構
帝
を
か
ち
得
た
此
の

『
世
界

趣
碑
年
報
』
の
第

7
輯
並
に
第
三
韓
に
ー
ヴ
ア
ル
ガ
は
支
那
経
済

敢
骨
の
相
茸
と
終
束
に
関
す
る
自
ら
の
見
解
を
､
組
紐
的
に
展

開
し
て
ゐ
る
｡
而
し
て
､
彼
に
在
つ
て
は
､
支
那
椎
骨
の
最
元

素
的
な
構
成
要
素
を
な
す
も
の
は
'
農
柴
敢
合
で
あ
る
｡
従
っ

て
彼
の
支
部
社
食
に
封
す
る
見
解
は
'
常
に
支
部
農
業
祉
骨
の

解
析
の
上
に
打
ち
立
て
ら
る
,
事
と
な
る
が
､
此
の
農
柴
社
骨

の
未
束
へ
の
展
望
を
規
定
す
る
鍵
は
~彼
の
意
見
に
従

へ
ば
､水

利
経
済
と
肥
料
経
済
の
二
組
拙
-
-
特
に
前
者
-

で
あ
る
｡

第
三
十

1
巷

四
四
三

井
三
改

1
三
五

同_上､471-2貢
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雑

鉄

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

そ
れ
故
に
'

ヴ
ア
ル
ガ
の
所
謂
水
利
経
済
論
を

吟
味
す
る
こ
と

は
'
や
が
て
彼
が
支
那
社
食
の
未
来
へ
の
行
進

に
関
し
て
抱
-

見
解
を
'
基
本
的
に
検
討
す
る
こ
と
,
な
る
0
こ
の
拙
論
の
目

的
は
､
彼
の
水
利
経
済
論
に
批
判
的
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
依

っ
て
彼
の
支
部
社
食
の
牌
凍
親
を
吟
味
せ
ん
と
す
る
に
呑
る
｡

■■〓

グ
アノ
･l･1
'P,
け水
利
紐
渦
諭
な
減
じ
て
舵
が
支
那
結
線
の
略
姫

を
如
何
に
見

るか
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
t

T
鷹
被
が
､.
覗

賓
に
於
け
ち
支
部
の
経
済
融
合
を
如
何
に
規
定
し
て
ゐ
る
か
な

観
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
I
)の
鮎
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
､

T
見

勉
め
て
明
瞭
で
比
あ
る
が
､
&
.し
そ
の
茸
は
非
常
に
腔
陳
で
あ

ち
.
何
故
か
O
彼
は
､
覗
賞
に
於
け
る
支
部
社
食
の
本
質
的
機

構
を
説
明
し
て

『
吾
々

呼

････真

部
の
事
柄
を
特
徴
づ
け
る
麓

に
'封
建
制
度
と
い
ふ
表
現
を
鷹
用
す
る
こ
と
は
､利
よ
り
も
害

が
多
か
つ
た
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
･-
･･･吾
カ
は
'こ
の
封
建

制
度
と
い
ふ
表
現
を
｢
荊
資
本
王
毒
的
｣
の
も
の
と

し
て
鷹
凧
す

る
限
り
に
於
て
の
み
､
支
那

6敢
骨
的
構
法
を
封
建
制
度
と
呼

び
-
る
の
で
あ
る
』
と
言
っ

て
ゐ
る
.
此
の
言
薬
に
関
す
る
限

第
三
十

1
馨

四
四
四

第
三
筋

二
三
八

り
に
於
て
は
'

彼
は
支
部
社
食
の
現
階
梯
を

『
前
資
本
壬
義
政

骨
』即
ち
商
業
資
本
融
合
と
解
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡

視
野
の
支
部
敢
骨
を
彼
は

町
方
に
於
て
か
-
定
義
す
る
が
'

然
し
他
方
に
於
て
は
又
次
の
如
-
に
言
っ
て
ゐ
る
｡
す
な
は
ち

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

『
支
那
の
経
済
は
､
外
囲
資
本
の
侵
入
前
に
於

て､
｢
ア
ジ
ヤ
的

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

生
産
方
港
｣
即
ち
同
じ
階
瀕
に
於
て
同
じ
技
術
を
も
っ
て
す
る

生
産
過
稜
の
限
り
な
き
反
領
と
い
ふ
著
し
い
特
徴
を
持
っ
て
み

I;
た
』
が
'
支
那
に
於
け
る
建
水
壬
溝
の
番
展
は

『
農
村
の
帽
倣

分
裂
を
鎗

-
し
･-
.-
農
民
的
家
内
工
業
の
基
礎
を
奪
っ
た

』
の

み
で

な
-
『都
市

手

工
糞
の

上
に
も

解

照作
用

を
及
ほ
し
㌔

』

と

し
て

『資
本
主

義
の
侵
入
は
'
少
な
-
と
も
笠
純
再
生
産

を
基

礎
と
す
る
社
食
の
成
立
を
確
保
し
た
偉
流
的
社
食
制
度
を
破
壊

し
た
』
と
強
調
し
て
ゐ
る
｡
彼
の
謂
ふ
『
軍
耗
再
生
産
を
基
礎
と

す
る
敢
骨
』
と
は
'
商
柴
資
本
離
骨
に
外
な
ら
ぬ
が
'
此
の
も

の
が
､
グ
ア
ル
ガ
の
言
ふ
如
-
､
資
本
壬
義
敢
骨
に
克
服
さ
れ

た
と
す
れ
ば
'
現
賓
の
支
部
杜
骨
は
､
産
業
資
本
社
食
で
あ
る

と
言
ふ
こ
と
,
な
る
｡

か
-
T
t
ダ
ブ
ル
ガ
が
支
那
融
骨
の
胡
階
棚
に
関
し
て
抱
/＼

ケアルガ著経済批判骨胃『世界趨潜年報』緒三輪之7頁28貰
プアルガ 同 上 34貫
プアルガ 同 上 55貢､63頁
ケアルガ 同 上 69頁
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見
好
は
､
明
か
に
矛
盾
を
含
み
混
乱
に
陥
っ
て
ゐ
る
｡
惟
ふ
に
~

支
那
融
合
特
に
秦
以
後
の
支
郵
政
骨
は
'
明
白
に
史
的
唯
物
論

の
存
在
を
距
否
し
て
ゐ
る
が

-
-
支
部
統
合
に
於
け
る
生
産
技

術
従
っ
て
生
産
力
が
四
千
年
の
歴
史
を
通
じ
て
､
何
等
の
進
歩

を
も
な
さ
な
か
っ
た
に
も
拘
は
ら
で

謂
所
社
食
的
生
産
力
の

か
,
る
停
滞
と
は
正
に
反
射
に
､
支
部
敢
骨
の
所
謂
上
部
構
成

が
如
何
に
す
ば
ら
し
き
蔑
達
を
遜
け
た
か
に
想
到
せ

よ
-
1
t

か
-
の
如
き
支
部
統
合
の
&
.展
の
様
相
は
F
史
的
唯
物
論

を
唯

7
の
武
器
と
す
る
ヴ
ア
ル
ガ
it･JT
如
上
の
脈
副
に
導
い
た
の
で

あ
ら
-
.
然
し
'
此
の
瓢
を
詳
細
に
取
扱
ふ
こ
と
は
､
小
論
の

任
務
で
は
な
い
.
吾
カ
は
只
､
ヴ
ア
ル
ガ
の
支
部
祉
骨
に
た
い

す
る
見
解
に
は
矛
盾
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
を
指
摘
す

れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'相
容
れ
ざ
る
此
の
南
棟
の
見

解
の
う
ち
'
何
れ
が
虞
に
彼
の
も
の
で
あ
る
か
に
裁
て
､
迷
は

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
､
彼
は
自
ら
の
論
説
の

到る
所
に

於
て
､
何
ら
の
規
定
も
な
し
に
『
支
部
の
資
本
王
毒
』
な
る
語
を

盛
に
用
ひ
て
ゐ
る
こ
と
よ
り
推
し
て
'
私
は
'
ケ
ア
ル
ガ
は
埋

草
の
支
那
赦
骨
が
産
業
資
本
王
義
の
初
期
の
階
梯
に
轟
る
と
見

難

銀

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

て
ゐ
る
と
解
樺
す
る
｡

然
ら
ば
'
此
の
年
老
い
支
部
の
資
本
壬
喪
融
合
に
は
今
後
健

か
な
る
生
長
が
可
能
で
あ
る
か
｡
此
の
問
題
に
た
い
す
る
彼
の

答
は
､
否
定
で
あ
る
｡
何
故
に
か
｡
こ
の
理
由
を
明
な
ら
し
め

ん
が
虜
に
は
､彼
の
水
利
経
済
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

そ
こ
で
､彼
が
支
部
の
水
利
経
済
に
裁
て
述
ぶ
る
所
を
譜
く
に
､

此
に
関
し
て
彼
は
攻
の
如
-
に
論
じ
て
ゐ
る
｡

Fr.ILlけP
I
I
ノヽ
ヽ
■
.JJ｣

巨
ヨ
牙
に=
/
一ー
｢
招
1
-
叫
切
の
妊
東
及
び
中
央
ア
ジ
ア
の

謡
陀
譲
に
(,ノ
い
て
た
行
村
に
ー
ー
耕
持
1〟
rノ
i1
･%
利
紐
解
は
r

死
活
の
問
題
で
あ
る
っ

水
利
経
済
は
､
二
つ
の
任
務
を
含
む
｡

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽヽ
ヽ
ヽ

第

1
に
､
洪
水
に
封
す
る
防
衛
即
ち
河
川
の
調
節
P
あ
る
O

ヽ
ヽ

支
部
の
大
河
床
は
､
そ
の
流
域
に
滑
ふ
た
渓
谷
の
地
平
面
以

上

に
高
い
か
ら
へ
こ
れ
は
へ
支
部
に
放
て
特
に
重
要
で
あ
る
.
河

流
は
､
何
千
年
旦

剛
に
築
か
れ
て
何
度
と
な
-
高
め
ら
れ
た
堤

防
の
間
を
ず
つ
と
高
-
放
れ
て
ゐ
る
｡
T
t
の
堤
防
の
決
演
は
､

現
に
数
百
寓
の
人
間
を
養
っ
て
ゐ
る
地
域
が
す
っ
か
り
掘
洞
に

撃
っ
て
了
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
O

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

琴

TLi
.
濃
概
施
設
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
支
部
に
於
け
る
園

第

三
十

1
巷

四
四
五

第

三
蚊

一
三
七

5) J･Amr'ld:CDtr･merCialHandboolくく'fChi】laVol･l:･p･Ⅰ47P･Ⅰ97
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雑

鉄

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

固
式
耕
件
の
基
礎
を
な
し
'
そ
の
崩
壇
は
'
支
部
農
業
に
と
っ

て
破
局
を
意
味
す
る
O
-
-･･-
鹿
渡
な
し
で
は
'
収
穫
は
直
ち

に
現
在
の
牛
分
以
下
に
下
ろ
で
あ
ら
-
｡水
田
の
米
の
収
穫
は
､

畑
の
そ
れ
の
二
倍
も
多
い
｡
･･-
･･…
延
々
何
十
甫
杵
の
漕
概
用

運
河
は
､
故
千
年
の
作
柴
の
結
報
で
あ
り

'
支
部
平
原
を
縦
横

に
粁
い
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
ら
の
運
河
は
'
水
利
経
済

か
藍
を
均
整
変
へさ
を
鈷此
明
し
で
rO
も
ゴと
一Tl]nt
･)旺
こ
か
ゝ
ら
『
水

粛
卜顛
仰招
Mb
.燕
日
月
は
r
ZB
市
は
月
tJ
ヰ
項
.陸
と勿
瑚
叩ii
b
T侶
覇
て
凍

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
ん
な
中
央
圃
家
樺
力
は
i,･
日
も
は
や
存

在
し
な
い
』
と
述
べ
て
ゐ
る
｡

何
故
に
､
今
日
の
支
部
に
『
中
央
閉
塞
横
力
』
は
存
在
し
な
い

か
O
彼
は
此
の
問
題
に
答
へ
て

『
支
部
に
於
け
る
資
本
王
義
の

蟹
展
は
､
資
本
主
義
が
統

7
力
と
し
て
作
用
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
は
反
射
に
'
支
部
国
家
の
瓦
解
と

中央
政
府
の
滅
亡
と
に
導

い
た
』
か
ら
と
し
て
ゐ
る
｡

す
な
は
ち
彼
に
碇

へ
ば
'
資
本
主
義
が
最
初
の

7
渉
を
支
部

に
ふ
み
入
れ
た
事
は
'
支
那
国
家
を
跡
形
も
な
-
解
牒
せ
し
む

ろ
事
に
依
っ
て
'
水
利
怒
涛
の
社
食
的
諸
組
織
を
根
底
か
ら
打

.

第
三
十

一
食

四
四
六

第

三
波

三

一
八

ち
砕
い
た
｡

そ
れ
故
に
､
支
部
の
農
党
政
骨
が
従
っ
て
全
文
都

政
骨
が
ーこ
れ
以
上
に
資
本
主
義
的
費
展
を
途
け
ん
と
す
る
は
､

1.
只
自
滅
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
る
-J言
ふ
の
で
あ
る
｡
彼
自
身

の
言
葉
を
借
り
て
言

へ
ば

『支
那
此
骨
の
特
殊
構
成
の
故
に
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

資
本
王
者
は
､
た
だ
に
前
資
本
玉
藻
的
生
産
関
係
を
破
壊
す
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

り
ゝ
､人
.つ
Ji
…
…
…
.'よ
ま
JJJと去
,tJLT
Iつ
り
ゝ

盤
戎
勺
か史
右打
を
.J

′し
.♂
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そ
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ヌ

u
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北

』

/
f
aqr
･
讃

辿
る
べ
き
道
は
､
只
『
弊
働
者
と
農
民
と
の
猫
裁
に
向
ふ
』
こ
と

以
外
に
は
見
出
さ
れ
な
い
と
彼
は
論
定
す
る
の
で
あ
る
O

〓
】
■■■

以
上
は
､
ケ
ア
ル
ガ
の
水
利
経
済
に
関
す
る
見
解
の
大
要
で

あ
る
が
､
以
下
こ
れ
に
射
し
て
若
干
の
吟
味
を
加
は
へ
よ
-
o

彼
の
所
謂
水
利
経
済
に
は
､
右
に
引
用
せ
る
所
に
よ
り
て
明

な
る
如
-
に
『
河
川
の
調
節
』
と
『濯
概
施
設
』
と
の
二
項
が
含
ま

れ
て
ゐ
る
が
､
第

1
に
問
題
と
な
る
は
､
此
の
二
者
が
'
果
し

て
彼
の
王
瑛
通
り
に

『
全
支
部
の
農
柴
に
と
っ
て
'
香
登
支
部

の
経
済
並
に
文
化
』
に
と
っ
て
､
普
遍
的
な
且

つ基
本
的
な
重

梢
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要
さ
を
有
す
る
か
と
云
･ふ
こ
と
で
あ
る
｡
成
程
ヴ
ア
ル
ガ
の
言

ふ
如
-
に
､
河
川
の
調
節
事
業
の
顔
慶
は
､
時
に
は
楼
百
方
哩

に
互
つ
て
の
農
業
経
済
組
織
を
破
壊
に
導
き
'
耗
百
寓
の
人
間

を
鱗
鮫
の
ド
ン
底
へ
突
き
落
す
こ
と
が
あ
JS,n'
ま
た
澄
渡
施
設

a

が
鉦
に
月
末
に
始
ま
っ
た
事
は
､
之
を
否
み

得
な
い
｡
然
し
私

の
見
る
所
で
は
'
ヴ
ア
ル
ガ
の
論
説
は
た
.･二

地
域
の
農
柴
に

就
い
て
蛋
常
性
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､
河
川
の

同
山叩
L
.堅
監
転
～bL
=
⊥ゝ
TST.ヒ
I
I
.,
)
【
.TJ
ヽ
:
AI,ヽ
′
一抹
】
C..ntJLヽ
:

二
川4
い
く
FS=
〃祁
･万
nTTm
..∠
･K
lTE
.TT
トー
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ノ
｢
｣ノ
.∨
いい
./て
ハU
虫肘へ■勺
日宇
いい

ノ
ヽ
ーL
ノヽ
]L)β
)
L一lTL1.TJ
I

pJ

Li･iu
lW
好
け
腰
仙講
T
l招
け
嬬
･･W
讃
茸
L?
芭
謹
招
積
荷
は
や

る
も
の
で
は
な
い
｡
河
川
の
調
節
は
'
北
支
部
特
に
黄
河
並
に

推
河
の
流
域
地
方
の
農
菜
に
と
つ
て
は
基
本
的
な
粟
要
性
を

も

つ
が
､中
部
及
び
南
方
の
諸
地
方
に
在
つ
て
は
ー殆
ん
ど
全
-
閉

演
と
な
ら
ぬ
｡
同
様
に
'
准
概
は
中
部
及
び
南
方
の
米
作
地
帯

に
は
大
切
で
あ
る
が
'
北
方
に
於
て
は
さ
-
で
な
い
｡
何
故
に

然
る
か
｡
そ
の
理
由
に
二
つ
あ
る
｡

第

7
の
理
由
は
次
の
如
-
で
あ
る
O
支
部
(本
部
)
に
於
け
る

水
系
と
し
て
は
'
北
に
斉
河
'
中
部
に
揚
子
江
へ
南
に
珠
江
の

三
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
茸
で
あ
る
が
'
こ
の

雑

鉄

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

≡
水
系
の
-
ち
'
所
謂
河
川
の
調
節
の
封
象
と
な
る
も
の
は
､

黄
河
水
系
の
み
で
あ
る
｡
長
江
に
凍
っ
て
は
'
湖
北
省
に
於
け

る
藻
水
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
氾
軒
を
見
る
こ
と
は
な
く

た
と

い
氾
濫
す
る
こ
と
あ
る
も
､
そ
の
虜
に
却
っ
て
沃
土
が
稚
積
せ

ら
る
､
傾
向
が
あ
る
O
ま
た
珠
江
の
治
水
工
事
は
'
古
来
殆
ん

ど
問
題
と
な
ら
聖

筆

1の
理
由
は
か
-
で
あ
る
｡
北
支
部
に

於
け
る
主
要
農
作
物
埋
荷
梁
､
奔
'
大
豆
で
あ
り
､
米
の
産
額

■⊥
人持
.レ
''=
一Tl,.n
二
Tt]])
だ
ヽ
+,̂
ヽ
TJ=&忙
ヽ
鮭
r
ヽ
]J
t1L
ノヽLLA
ヒ
77.I

と
,
冬
期
降
雪
が
多
い
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る..
従
っ
て
'
ヴ
ア

ル
ガ
の
詮
を
全
幅
的
に
東
認
せ
る
陶
希
聖
氏
が
'
北
方
支
部
の

農
柴
に
も
亦
感
慨
が
必
要
で
あ
り
､
且
つ
そ
れ
が
農
発
生
薩
方

L?

法
を
規
定
す
る
主
要
力
素
で
あ
る
と
せ
ら
る
･
の
t
は
極
め
て

多
-
の
傭
件
を
前
程
と
し
て
の
み
言
ひ
得
る
に
過
ぎ
ぬ
｡
中
部

及
び
南
方
の
農
薬
は
米
'
棉
~茶
､麻
を
主
要
生
産
物
と
す
る
｡

而
し
て
､
此
ら
の
農
作
物
の
-
ち
港
概
施
設
を
必
要
と
す
る
も

の
は
相
の
み
で
あ
っ
て
､
柚
､
茶
､
腕
は
之
を
要
し
な
い
｡
後

者
は
只
自
感
の
降
雨
の
み
に
て
事
足
り
る
の
で
あ
る
O

弟
三
十

一
巻

四
四
七

第

三
鋸

二
二
九

) 民尚十四年 の夏に於ける黄河の氾濫は､その浸水区域八首南平力哩､穀助 ゎ
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雑

錬

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

か
-
親
き
た
れ
ば
､先
に
引
用
し
た
る
如
-
ヴ
ア
J,,
ガ
が
≡

カ
の
堤
防
の
決
演
は
'
現
に
数
百
寓
の
人
間
を
養
っ
て
ゐ
る
地

域
が
す
っ
か
り
k
.粥
に
繁
っ
て
了
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
』
と
い

ふ
の
は
'ロ
ハ黄
河
水
系
地
帯
に

のみ
妥
常
し
､
ま
た
彼
の
『
潜
流

な
し
で
は
'
収
穫
は
直
ち
に
明
春
の
牛
か
以
下
に
下
る
で
あ
ら

ぅ
』
と
の
重
一一昆

'
中
部
及
び
南
方
の
水
田
地
帯
に
就
て
の
み

瞥
蹴
る
の
で
あ
っ
て
･｡
決
し
て
顛
傭
伸
な
蛋
鴬
伯
を
持
つ
も
の

tiJ
ま
ト･6
.i
O
小.く
疫
Zト
ーも
…恥
乃
rK
M
.堅
牢
こ
し
)
,
LノLJ
･す
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.rh

I
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フ
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意
義
と
重
要
性
が
'
港
多
の
地
理
的
制
限
を
受
け
ね
は
な
ら
ぬ

と
云
ふ
こ
と
は
､
彼
の
壬
張
す
る
加
-
水
利
経
済
が
支
部
農
業

の
最
元
素
的
な
且
つ
普
遍
的
な
基
礎
で
は
な
い
事
を
豆
記
し
て

飴
り
あ
る
O

ヴ
ア
ル
ガ
の
水
利
経
済
論
に
た
い
す
る
第
二
の
疑
鮎
は
'
彼

の
舌
ふ
如
-
此
ら
の
水
利
経
済
の
諸
組
織
が
､
凡
て
中
央
閲
家

の
横
力
に
依
っ
て
創
立
'
維
持
､
管
理
せ
ら
れ
た
か
と
云
ふ
こ

と
で
あ
る
｡
事
茸
吾
々
は
~多
-
の
史
家
の
明
示
す
る
如
-
に
'

河
川
の
調
節
事
業
が
､
苗
代
に
於
け
る
支
部
民
族
の
政
治
的
耽

f
に
及
は
し
た
作
用
に
就
て
は
､
神
南
の
傍
論
に
ま
で
翻
る
こ

第
三
十

7
巷

四
四
八

東

三
波

1
四

〇

と
が
出
来
る
｡
然
し
､
吾
々
の
信
頼
し
､フ
る
支
那
史
が
そ
の
明
白

な
る
姿
を
展

開
し
始
め
た
の
は
ー秦
以
後
で
あ
る
が
'秦
以
後
に

於
け
ろ
支
部
民
族
の
統

7
に
関
し
て
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た

も
の
は
､
北
方
蟹
族
の
侵
入
に
た
い
す
る
防
衛
で
あ
る
｡
治
水

事
兼
は
只
p
神
話
と
古
典
的
儀
鰻
を
重
ん
ず
る
と
云
ふ
程
度
に

於
て
の
み
､
歴
代
璃
政
者
の
関
心
を
引
い
た
に
過
ぎ
ぬ
0

位
ふ
こ
P
短
沈
毅
か
支
弼
切刻
豪
ま
､
帯
二
を
F)
祉
計
Hと
二
転
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ヽ
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ノ
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責
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支
部
融
合
史
の
如
何
な
る
階
櫛
に
於
て
も
'
同
家
が
積
趣
的
に

敢
骨
の
産
業
経
済
組
織
を
統
制
し
或
は
保
護
せ
ん
と
努
力
し
た

こ
と
は
無
い
｡
か
-
の
如
き
特
質
を
有
す
る
支
那
団

家
が
'
喝

り
水
利
経
済
の
融
合
的
組
織
の
み
を
特
例
と
し
て
'
自
己
の
支

配
下
に
置
-
と
云
ふ
こ
と
は
有
り
得
な
い
o
預
返
し
て
言

へ
ば
､

満
州
王
朝
以
前
に
凍
っ
て
は
う
中
央
政
府
自
ら
が
砥
極
的
に
且

つ
組
綴
的
に
治
水
事
柴
に
努
力
し
た
事
は
な
-
､
洪
水
の
最
も

激
し
い
地
域
に
た
い
し
て
の
み
'
各
個
の
地
方
官
恵
に
分
散
的

に
工
事
を
培
首
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
O
例
を
清
朝
の
治
水
制

度
の
最
も
重
要
部
分
を
占
む
る
河
防
政
策
に
取
る
に
'
河
は
之

偽書両貫痴参看っ
TJILl.M｡rSe;TheGzldSOfCh･na,p･Ⅰ9P･ZII,r24･相葉君山氏『支那祉
骨史研究』33貫､54召:
錦は疎茶室丘『中歯艮治執』参看｡



を
北
河
'
東
河
'
繭
河
に
区
別
し
､
夫
々

河
道
絶
督
な
し
て
そ

の
事
務
を
司
ら
し
め
た
の
で
あ
る
｡
即
ち

､
北
河
の
河
道
総
督

は
直
隷
線
督
が
之
を
か
ね
､
東
河
に
は
尊
官
の
河
東
河
道
総
督

が
あ
り
､
叉
南
河
に
は
江
南
河
道
棉
骨
を
置
い
た
が
､
後
之
を

腰
止
し
た
｡
此
ら
の
三
河
道
線
番
の
下
に
管
河
道
を
置
き
'
北

河
に
五
人
､
東
河
に
四
人
'南
河
に
三
人
を
配
置
し
､更
に
そ
の

下
に
磨
及
び
贋
が
隷
属
し
て
'
各
カ

そ
の
管
円
の
事
務
を
分
守

ノ
こ
へノ
L.･l.へノ
..n
O

満
洲
王
朝
に
於
け
る
治
水
制
度
は
､
か
-
の
如
-
何
ら
全
国

的
統

7
な
き
も
の
で
あ
っ
た
が
､
吾
カ
の
こ
,
に
注
意
す
べ
き

は
､右
に
あ
け
た
河
官
の
制
度
は
~軍
に
法
令
上
の
も
の
に
過
ぎ

杏
-
'
比
が
寛
際
上
如
何
な
る
程
度
ま
で
運
用
せ
ら
れ
た
か
と

云
ふ
事
で
あ
る
｡
支
部
史
に
現
は
れ
た
る
諸
他
の
歴
朝
に
於
け

る
と
同
株
に
'
多
-
の
自
己
椎
茸
に
富
む
清
室
の
記
録
に
射
し

て
吾
々
は
疑
ふ
べ
き
幾
多
の
故
地
を
見
出
す
の
で
あ
る
｡
夏
に

又法
令
上
に
定
め
ら
れ
た
る
此
等
の
制
度
の

一
部
分
が
箕
際
に

行
ほ
れ
た
に
も
せ
よ
､
そ
れ
が
頻
し
て
幾
何
の
寅
効
を
あ
け
待

た
で
あ
ら
う
か
｡
黄
帯
地
氏
は
､
官
憲
に
よ
る
治
水
工
事
の
弊

.雑

錬

支
那
に
於
け
る
水
利
経
涛

を
突
い
て

『
改
換
別
敏
有
費
給
費
土
質
有
費
具
認
鼻
元
有
費
於

是
董
事
等
所
収
土
費
巳
轟
花
散
無
敵
不
得
己
破
産
傾
家
出
萄
求

諾
事
故
毎
蓮
敏
瓢
之
時
棒
少
之
里
榎
戸
無
不
成
魚
畏
途
共
有
糧

多
之
里
則
叉
有
人
埼
充
頂
替
輿
工
書
表
裏
篤
肝
甚
重
工
書
亦
自

e7

旬
聴
頂
観
』
と
嘆
じ
て
な
ら
る
,
が
'
黄
氏
が
こ
,
に
指
摘
せ

ら
る
,
如
-
､
堤
防
の
官
修
は
『糧
少
の
里
』
も
『
糧
多
の
里
』
も

之
を
鴨
場
の
如
-
に
忌
ん
だ
の
で
あ
る
｡
官
府
に
よ
る
填
防
の

巾杜
医
王
､
,∪
乃
･JW
等
r
I<1rLJ
'
JZ
.い
り
Jnコ軒
トこ
コも
主
か
｣兜
準
bJ

犠
牲
と
し
て
彼
ら
の
私
窮
を
膨
張
ゼ
し
む
る

i
橡
骨
身
典
へ
た

に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡

か
-
て
滞
皇
以
前
に
在
つ
て
は
､
治
水
事
業
は
決
し
て
中
央

政
府
の
専
管
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
､
此
の
事
は
'
漕
減

施
設
に
裁
て
は
更
に
よ
-
雷
族
る
｡
ヴ
ア
ル
ガ
は
､
既
に
見
た

る
如
-
に
'
支
部
国
家
の
努
力
に
な
れ
る

『
嬉
々
凄
十
帯
肝
の

虐
政
用
運
河
』
が
支
那
の
平
原
を
縦
供
に
走
っ
て
ゐ
る
と
言
っ

て
ゐ
る
｡
成
程
彼
の
説
明
す
る
如
-
『
幾
十
寓
粁
』
に
も
亙
る
偉

大
な
る
運
河
は
'
支
部
文
化
が
吾
々
に
侍
へ
た
る
誇
る
べ
き
遺

産
の

1
つ
で
あ
る
｡
然
し
'
此
ら
の
運
河
は
､
決
し
て
中
央
政

第
三
十

1
巷

四
四
九

第
三
既

一
四

一
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府
が
港
概
を
目
的
と
し
て
開
墾
し
た
も
の
で
は
な
い
o

例

へ
ば
'
揚
子
江
と
黄
河
を
連
ぬ
る
大
運
河
は
､
階
よ
り
清

に
至
る
約

7
千
年
間
の
弊
作
に
成
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
甫
塵

の
長
城
と
並
び
辞
せ
ら
る
,
延
々
一
千
哩
の
此
の
大
運
河
は
'

専
ら
南
方
の
米
産
を
,,･ij方
の
帝
都
に
輸
送
す
る
が
虜
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
'
決
し
て
濃
概
用
の
も
の
で
は
な
い
｡
若
し

防
.駿
東

､充
~明
滴

等
の
中
共
政
府
が
ー此
S
大
道
河
の
開
梨

を
少
し
で
も
鹿
概
に
役
立
て
よ
-
と
す
る
意
志
を
持
っ
て
ゐ
た

な
ら
ば
､ま
さ
か
､此
の
蓮
河
の
完
成
の
た
め
に
'
准
河
の
氾
濫

を
引
き
起
す
如
き
愚
な
る
工
事
を
施
さ
な
か
つ
L
'.で
あ
ら
-
0

江
北
の
兇
悪
と
言
は
る
推
河
は
'
明
以
後
今
日
に
至
る
よ
で
約

百
回
に
亙
る
大
氾
鑑
と
そ

れ
に

伴
ふ
憾
薦
た

る
鱗
健
を
惹
起
し

{7

て
ゐ
ろ

が

'
此
の
葡
萄
す

る
大

洪水

の

原
因
は
､
大
運
河
の
堤
防

に
妨
け

ら
れ
て
推
河
が
従
来
の

自由

な
る排
水

口
を
失
っ
た
鮎

に
在
る
.
准
河
の
氾
濫
を
招
致
し
た
と
同

7
の
原
因
が
'
白
河

,?

を
中
心
と
す
る
河
北
諸
川
の
氾
濫
に
就
て
も
見
出
さ
る
/
JJ
マ

ロ
リ
ー
氏
は
語
っ

てゐ
る
D
叉
水
路
網
の
費
達
せ
る
こ
と
支
那

第

7
の
栴
あ
る
江

蘇及
び
野
山
の
両
省
は
'
約
二
甫
五
千
哩
の

琴

二
十

1
巷

四
五
〇

第
三
詑

一
四
二

運
河
を
有
し
､
雇

湖
地
方
も
亦
便
河
､

大
平
､
加
地
等
の
諸
湛

水
を
持
っ
て
ゐ
る
が
､
支
郵
遁
河
の
主
要
動
脈
を
構
成
し
て
ゐ

.?

る
此
ら
の
諸
運
河
も
'

た
.iI舟
椙
に
便
す
る
の
み
で
あ
る
7
)
と

は
'
驚
説
を

須
ふ
る
迄
も

な
い
O

虐
概
施
設
に
裁
て
は
大
儒
右
の
如
-
て
あ
る
が
.
こ
,
に

1

言
付
け
加
ふ
べ
き
事
は
'
彼
が
水
利
経
済
に
堤
も
関
係
拭
き
水

新
柄

第
6

問

朋
に
裁
て
比
p
哨

S

三

"

ち
関

れ
て

ゐ

な

い

と

い

ふ
事
で
あ
る
.
支
那
本
土
に
(
.･
日

何
ら

見
る

べ

き
森
林
の
存
衷

一り

し
な
い
事
は
'
周
知
の
事
賓
で
あ
る
が
､
か
-
の
如
き
無
森
林

の
欺
忍
は
決
し
て
今
に
始
ま
っ
た
事
で
は
な
い
｡
繭
京
大
笹
の

ロ
ー
ダ
ミ
ル
ク
教
授
は
､
支
那
本
土
が
嘗
て
非
常
に
豊
富
な
る

..̂N

森
林
を
有
し
て
ゐ
た
ご
と
を
簡
明
に
指
摘
し
て
を
ら
る
,
｡
然

し
書
方
は
滋
で
'
か
く
の
如
き
大
資
源
が
如
何
に
し
て
挺
波
に

蹄
し
た
か
を
詮
議
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
'
只
彼
等
歴

代
の
組
先
が
'
他
の
如
何
な
る
国
民
よ
り
も
激
し
-
伐
材
し
た

そ
の
行
成
と
､か
,
る
行
麓
に
劃
し
て
歴
代
の
中
央
政
府
が
'何

ら
の
防
衛
策
を
講
じ
な
か
っ
た
と
云
ふ
事
を
謎
む
か
ば
､
そ
れ

で
足
り
る
の
で
あ
る
9
こ
の
事
も
亦
支
那
の
国
家
と
水
利
施
設

3) Co･ChingChu:Cllmati｡PulsationDurillgIIIiEJl()rict･mein CT,Inn,Geogr.
Rev･Vol.16pp.2741282

i)) 奈聖 -:M霊 .吾幣 碧警 腎 比 叡 1383卜 【4碩 ･2相
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の
隈
係
及
び
水
利
経
済
の
意
巷
が
､
ヴ
ア
ル
ガ
の
拍
元
す
る
如

き
も
の
で
な
か
っ
た
事
を
諭
静
す
る
他
の
材
料
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
る
が
'
然
し
い
ま
は
此
の
鮎
に
探
-
立
入
ら
な
い
事
と

す
る
｡

以
上
に
列
畢
せ
る
此
ら
の
史
的
事
貫
や
現
葦
の
諸
相
を
､
そ

の
あ
り
の
億
の
姿
に
於
て
直
視
す
る
時
は
'
げ
ア
ル
ガ
が

[F水

利
経
済
の
管
理
は
､
以
前
は
凡
て
中
央
隣
家
推
力
の
任
務
で
あ

っ
た
.
≡
-
-
多
-
の
潅
制
度
は
そ
の
維
持
の
た
め
に
_東
豪
の

就
制
的
取
締
を
必
要
と
す
る
が
t
か

､
る
取
締

の敵
廊
ty
｡
軌

･=_

に
此
の
種
の
施
設
の
非
常
な
荒
臆
に
導
-
-
･-
･･･云
々
』
と
言

っ
て
る
る
の
は

一
群
何
を
意
味
す
る
の
か
軌
解
し
得
な

い
｡
抄

-
と
も
私
に
は
不
可
解
で
あ
る
｡

右
の
吟
味
の
結
果
吾
カ
は
､
支
部
に
於
け
る
水
利
施
設
の
統

制
管
理
に
関
し
て
､
ケ
ア
ル
ガ
と
は
全
-
反
射
の
結
論
に
達
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
O
然
ら
ば
､
治
水
事
栄
藤
概
の
諸
制

度
は
､
何
人
に
よ
っ
て
創
設
せ
ら
れ
た
か
｡
久
雄
持
せ
ら
る
,

か
｡
言
ふ
迄
も
な
-
､
此
の
任
務
の
括
普
者
は
'
支
部
の
人
民

自
身
で
あ
っ
た
.
支
那
の
民
衆
が
､
彼
ら
の
国
家
が
も
つ
波
滞

難

攻

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

の
運
命
と
は
殆
ん
ど
全
-
無
関
係
に
､
彼
ら
自
身
の
歴
史
を
創

○【

造
し
費
展
せ
し
め
て
行
-
そ
の
偉
大
な
る
カ
は
､
治
水
事
柴
や

港
概
施
設
に
も
遺
憾
な
-
現
は
れ
て
ゐ
る
O
然
し
私
は
こ
,
で

此
ら
に
関
す
る

7
切
の
具
牌
的
事
例
を

1
々
列
寒
す
る
こ
と
は

止
め
て
'
只
攻
の
如
き
言
葉
を
引
用
す
る
に
留
め
た
い
｡
陶
希

里
氏
は
'
成
都
平
原
に
於
け
る
水
利
組
総
に
関
し
て

『
此
諸
偉

大
的
虐
概
制
度
建
設
者
崇
把
篤
紳
O
崇
肥
他
州
的
硯
糟
賢
屈
此

中
原
上
民
衆
的
宗
教
儀
式
的

f
大
部
分
Q
毎
年
中
某
地
祭
掃
堤

防
之
修
流
及
軸
中
之
調
紫
朝
以
某
融
的
顛
鵬
行
.hvt読
点

不
実
恥

部
及
盗
匪
的
影
響
両
日
去
賢
行
的
改
良
事
柴
的

一
個
典
型
.
除

I一
l

此
以
外
全
生
活
中
世
是
混
乱
糾
掛
算
可
驚
異
』
と
述
べ
て
な
ら

る
㌔

こ
の
筆
者
が
明
白
に
語
っ
て
ゐ
る
如
-
'
四
川
省
に
於

け
る
築
堤
'
河

川
の
改
段
'.
聴

減等
の

諸事
柴

は
『全

-i.衆

の
宗
教
的
熱

情
を
以
っ
て
』

『
戦

争
や
土
匪に

関

係
な-

』途行

せ
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ

る.
然
し

､こ

れは
濁

り
四
川

省に
の

み
限
っ
た
事
で
性
な
-
､
全
支
那
の
農
村
に
於
け
る
普
遍
的
現

象
で
あ
る
｡
熊
得
山
氏
の
『
中

国
社
食
史
研
究

』
は
'
支
部
社
食

の
安
寧
秩
序
を
維
持
す
る
も

の
は
'
国
家

の
浪
合

で
は

な-し

弟
三
十

1
巷

四
五

l

弟
三
波

1
四
二
1
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雑

錬

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

て
'
民
衆
の
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

『
融
に
は
-
-
=
･

春
秋
二
回
に
敢
軸
の
庭
前
で
大
饗
宴
が
開
か
れ
る
｡
こ
れ
は
保

正
又
は
甲
長
の
召
集
す
る
も
の
で
f
水
利
､
堤
防
'
土
地
の
率

ひ
'
濯
概
溝
と
云
ふ
如
き
共
通
利
害
に
関
係
あ
る

一
切
の
事
件

を
､
凡
て
こ
の
大
饗
宴
に
於
て
解
決
す
る
｡
そ
の
他
'
社
交
や

相
互
扶
助
に
関
し
て
も
夫
々
の
公
約
が
取
り
結
ば
れ
'
こ
れ
に

墓
ふ
も
か
ま
F
是
正
be
珪
FR
･艮
Zg
〓
直
n̂
為
43
こ
荘
つ
て
p
乙

項

CL.13
▲‖
一.1]R?LL

)
F]
.1TIー
ヽ
】P
一.く
ヒ
一dbe/.二日目■LLL
n.I.
ノヽ
A
rPけh
A.tJ

一々
一山4
牙
トト
J屈
Jj
ウL.』

IUJH一L
V
1.頚
･73感
激
国
･讃
』
T.J
JJ
･b
ノu
邦
弓オ

大
似
公
案
』
と
述
べ
て
李
.P
る
㌔

極
め
て
粗
雑
で
は
あ
る
が
､
以
上
に
於
て
大
膿
ヴ
ア
ル
ガ
の

水
利
経
済
論
の
主
要
鮎
を
吟
味
し
得
た
と
思
ふ
｡
只
プ
ア
ル
ガ

に
封
す
る
批
判
と
し
て
'
果
し
て
彼
の
言
ふ
如
-
に

『
支
那
に

於
け
る
資
本
主
義
の
費
展
は
-
･････主

部
随
家
の
瓦
解
と
中
央

政
府
の
滅
亡
に
導
い
た
』
か
､と
い
ふ
問
題
が

一
つ
穣
さ
れ
て
ゐ

る
｡
然
し
不
幸
に
も
私
は
､
こ
の
間
嶺
を
正
気
に
な
っ
て

T
々

吟
味
す
る
だ
け
の
度
量
と
時
間
を
持
ち
合
さ
な
い
O
私
と
し
て

持
ち
得
る
最
大
限
度
の
親
切
は
'
清
史
の
第

l
責
を
返
講
す
る

刀

こ
と
上

~支
部
政
治
史
を

一
本
の
金
赫
も
て
縫
貫
し
て
ゐ
る
『易

第
三
十

-
巷

四
五
二

第

三
波

1
凶
四

_;

姓
革
命
』
の
回
顧
､並
に
民
国
十
七
年
六
月
に
於
け
る
南
京
政
府

の
全
国
的
覇
権
的
統

7
と
そ
の
後
に
於
け
る
老
荘
統

一
へ
の
底

流
1
-
表
面
は
ま
さ
に
七
花
八
裂
の
相
を
皇
し
て
ゐ
る
が
I
I

の

再
吟
味
を
彼
に
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
常
面
の
問
題

た
る
水
利
事
業
の
国
家
管
理
に
放
て

1
号
ロす
る
な
ら
ば
'
既
に

み
た
る
如
-
､
水
利
組
織
に
関
す
る
園
家
の
統

一
的
管
理
は
'

消
却~
以
前
に
在
っ
て
は
.何
ら
れ
ほ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
F

.二
つし
,zL
l一色
.)
一日つ杓む
きK
.qJhJ
]
ノヽ
ノク
dj
〟._
モ出甘
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L⊃
l
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F
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は
'
支
部
の
資
本
主
義
が
漸
-
そ
の
新
芽
を

現

は
し
始
め
た
民

団
三
年
で
あ
る
｡
即
ち
'
同
年
十
二
月
に
全
図
水
利
届
が
農
南

部
に
設
立
せ
ら
れ
て
'全
観
の
水
利
を
統
督
す
る
こ
と
,
な
り
､

比
の
下
に
数
個
の
分
局
を
設
け
､且
つ
各
省
に
河
務
局
を
置
き
'

.I

真
に
水
利
委
貞
骨
を
組
織
す
る
こ
と
,
な
っ
た
.
現
在
に
於
て

は
全
図
水
利
吊
は
､
侍
銃
的
諸
事
情
や
団
円
の
政
治
的
混
乱
に

妨
け
ら
れ
て
'極
め
て
僅
か
の
所
動
を
し
か
な
し
て
ゐ
な
い
が
'

然
し
か
-
の
如
き
統

一
的
組
織
が
形
式
的
に
も
せ
よ
樹
立
し
た

こ
と
は
'
私
の
見
る
朗
で
は
､勅
ふ
方
も
な
-
､支
那
国
家
の
意

志
が
清
童
以
前
に
於
け
る
よ
り
も
強
大
に
な
っ
た
事
の
具
的
憾

‥:i::I
,=..I:附.I:'=1'.

開

脚
帆

丘
山
氏
大

仙
君
夕
鍬
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例
証
で
あ
る
o
然
し
ヴ
デ
ル
ガ
に
在
つ
て
は
支
部
国
家
の
消
滅

で
あ
る
｡

四

『
家
法
が
国
法
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
る
,
』
支
部
靴
骨
に
於
て
は
､

水
利
経
済
の
諸
施
設
は
､
必
要
に
鷹
じ
て
人
民
自
身
の
手
に
依

っ
て
､『
戦
争
や
土
匪
に
関
係
な
-
』
組
総
せ
ら
れ
道
営
せ
ら
る

･
｡
七
と
ひ
清
末
よ
り
今
日
に
至
る
二
十
尊
卑
の
兵
乱
が
'
此

a
,林
硝
iru
月
詣
b
l等
茸
を
静
男
即
に
は
射
り
た
に
し
て
も

カ

基
石
で
な
い
限
り
､
そ
の
部
分
的
破
壇
よ
り
直
ち
に

『
生
産
そ

の
も
の
ゝ
破
滅
的
没
落
を
導
き
出
す
こ
と
』
は
､
決
定
的
な
誤

謬
で
あ
る
｡

も
し
此
ら
の
水
利
経
済
の
諸
組
織
が
､
支
那
農
柴
の
死
活
の

鍵
輪
を
握
る
ほ
ど
重
要
な
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
故
に
､
そ
れ
が

一
切
の
統
制
管
理
が
'
中
央
国
家
の
樺
カ
に
委
ね

,
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
支
部
の
水
利
経
済
組
織
は
'
従
っ

て
又
支
那
の
全
農
業
杜
骨
は
､
弟
百
年
も
の
以
前
に
否
幾
千
年

も
の
昔
に
既
.i
滑
液
し
た
で
あ
ら
-
｡
昔
々
は
'
前
後
五
百
五

雑

録

支
那
に
於
け
る
水
利
経
済

十
年
に
亘
る
春
秋
戦
園
の
『
五
覇
』
F
七
碓
』
の
牢
や
､
秦
末
漠
後

に
於
け
る
幾
多
の
群
雄
割
球
'
ま
た
百
三
十
年
に
亘
る

『
五
甜

十
六
囲
』
の
目
ま
ぐ
る
し
い
朝
興
夕
亡
の
歴
史
､
居
室
安
城
後

に
於
け
る
『
五
代
』
の
乱
世
等
'
現
在
の
騒
乱
以
上
に
深
刻
に
し

て
且
つ
長
期
に
亘
る
弟
多
の
無
国
家
時
代
を
､
四
千
載
の
支
部

史
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
か
ら
で
あ
る
｡
支
部
の
農
業
が
'
此
ら

の
統

一
的
な
る
中
央
政
府
の
存
在
し
な
い
時
代
を
､
薙
度
か
腔

旨
｢▲ーt
)
,
l
)
Tり一LL
I
I.L
ヽ

/
'

-
｣｣
ヽ
-
＼ノ
止レtL
)
止rl..L
^
'
ノ
Lrd

胞
峨
iJ
T.iJに
ーモ
利
.k
Gi
.iul

I-
カ
.ii,)壬
′▲レ
ノC)
肝
¶伸向
u
Tl所
は
〃
-えり
渦
へ

じ
て
僅
か
で
は
あ
る
が
除
カ
に
蓉
達
の
過
程
を
辿
っ
た
と
い
ふ

歴
史
的
事
情
は
'
支
部
農
業
に
於
け
る
水
利
経
済
の
地
位
と
そ

の
役
割
を
明
白
に
指
示
し
て
ゐ
る
D

然
る
に
プ
ア
ル
ガ
に
在
つ
て
は
'
如
上
の
歴
史
的
事
情
は
完

全
に
抹
殺
さ
れ
て
ゐ
る
G

それ
故
に
~水
利
経
済
に
関
す
る
彼
の

論
説
は
､
彼
の
み
に
許
さ

る
主ゝ
観
的
構
想
の
上
に
築
か
れ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
か
'
ま
た
時

に
は
自
ら
の
主
観
に
よ
っ
て

自
由
に
改
錆
せ
ら
れ
た
る
『
事
案
』
に
基
礎
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
.
か
-
て
､
彼
の
水
利
経
済
論
は
'
現
賓
に
於
け

る
具
健
的
諸
事

象
に
直
面
す
る
時
は
'
そ
,S
相
底
か
ら
覆
る
こ
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雑

録

ソ
･=

エ

I
J

苗
西
正
の
都
市
叫
政

JJ
､
な
ゎ
従
っ
て
又
水
利
経
済
論
を
そ
の
基
礎
要
件
と
す
る
支

部
敢
骨

S非
資
本
王
巷
的
頚
展
論
は
'
跡
形
も
な
-
倒
壊
せ
ざ

る
を
得

ない
の
で
あ
る
o
趨
め
て
礎
盤
な
歩
調
で
は
あ
る
が
､と

も
あ
れ
､
欧
州
戦
寧
以
後
に
於
け
る
団
円
資
本
主
義
生
産
の
生

長
と
そ
れ
に
伴
ふ
諸
機
械
製
造
品
の
漸
次
的
輸
出
槍
加
等
の
現

象
が
.個
々
の
将
軍
連
の
私
闘
と
は
全
く
無
関
係
に
ー
日
々
に
顕

著
に
な
り
つ
i
あ
る
支
部
敢
骨
は
､
そ
れ
瀬
に
T.
層
々
引
用
せ

る
定
時
か

『
資
.牢
王
叫貯
ま
.,,生
壷
と
か
も
か
ヽ
政
成
‥巧
妙又
客
を

も
喚
び
起
す
こ
と
な
し
に
は
'
自
ら
を
完
成
し
得
な
い
』
と
の

有
難
い
琴
言
を
~そ
の
ま
,
や
が
て
､ヴ
ア
ル
ガ
に
返
納
す
る
で

あ
ら
う
｡
喚
言
す
れ
ば
､
今
日
な
は
低
き
階
梯
に
轟
る
支
那
経

済
が
今
後
辿
る
べ
き
唯

一
の
道
は
只
資
本
王
頚
あ
る
の
み
で
あ

り
'
又
か
-
費
展
せ
る
支
部
S
資
本
壬
我
社
骨
が
'
永
久
の
緊

柴
を
未
衆
に
約
束
さ
れ
て
ゐ

ろ事
は
'
目
に
見
え
耳
に
聞
物
る

現
耳
の
支
部
稚
曾
自
慢
が
明
白
に
指
示
し
て
ゐ
る
O
然
し
'
こ

の
小
論
の
任
務
は
'
プ
ア
ル
ガ
の
水
利
経
済
論
を
克
服
す
る
事

に
依
っ
て
'
支
部
敢
骨
S
今
後
辿
る
べ
き
道
を
消
極
的
に
暗
示

す
れ
ば
足
り
る
｡
従
っ
て
'
支
那
敢
骨
の
萄
展
に
関
す
る
愚
見
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の
境
地
的
展
開
は
'
之
を
他
S
機
骨
に
ゆ
つ
る
こ
と
,
す
る
｡
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