
明
代
の
興
王
府
と
湖
広
安
陸
社
会

│
│
『
大
明
恭
穆
獻
皇
帝
實
錄
』
に
よ
る
初
歩
的
考
察
│
│

城

地

孝

は

じ

め

に

さ
き
に
筆
者
は
拙
稿
「
天
津
図
書
館
蔵
『
大
明
恭
穆
獻
皇
帝
實
錄
』
と
嘉
靖
時
代
の
史
書
編
纂
事
業
」
を
発
表
し
た
⑴
。
そ
の
契
機

は
、
ひ
と
え
に
表
題
に
か
か
げ
た
『
大
明
恭
穆
獻
皇
帝
實
錄
』（
以
下
『
献
皇
帝
実
録
』
と
略
記
）
な
る
史
料
を
実
見
し
た
と
い
う
一
点

に
尽
き
る
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
本
稿
は
い
わ
ば
そ
の
続
編
に
あ
た
り
、『
献
皇
帝
実
録
』
を
史
料
と
し
て
、
前
稿
で
ほ
と
ん
ど
論
じ

ら
れ
な
か
っ
た
明
代
の
興
王
府
と
そ
の
所
在
地
で
あ
る
湖
広
安
陸
（
現
、
湖
北
省
鍾
祥
市
）
の
社
会
と
の
関
係
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
明
の
第
十
二
代
皇
帝
の
世
宗
嘉
靖
帝
（
位
一
五
二
一
│
一
五
六
六
）
は
先
代
の
武
宗
正
徳
帝
（
位
一
五
〇
五
│
一
五

二
一
）
が
継
嗣
な
く
崩
じ
た
た
め
、
湖
広
安
陸
の
興
王
府
か
ら
迎
え
ら
れ
て
帝
位
に
つ
い
た
。
即
位
直
後
よ
り
帝
の
実
父
で
あ
る
興
王
朱

祐

（
一
四
七
六
│
一
五
一
九
）
の
礼
制
上
の
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
が
持
ち
上
が
り
⑵
、
や
が
て
官
界
全
体
を
ま
き
こ
む
政
争
へ
と
エ
ス

カ
レ
ー
ト
す
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
大
礼
の
議
」
を
契
機
と
し
て
、
世
宗
は
国
家
礼
制
の
全
面
的
な
改
定
を
強
行
し
て
い
く
が
、
こ
う
し
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た
政
治
状
況
の
な
か
で
、
実
際
に
は
一
藩
王
に
過
ぎ
な
か
っ
た
興
王
を
皇
帝
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
く
編
纂
さ
れ
た
「
実
録
」
が
『
献
皇

帝
実
録
』
で
あ
っ
た
。
嘉
靖
五
年
（
一
五
二
六
）
六
月
に
完
成
し
た
の
ち
、
少
な
く
と
も
明
末
ま
で
は
他
の
実
録
と
同
様
に
保
管
さ
れ
て

い
た
と
思
し
い
『
献
皇
帝
実
録
』
は
、
右
の
よ
う
な
成
書
の
経
緯
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
料
と
し
て
の
価
値
は
必
ず
し
も
高
い

と
は
言
え
な
い
。
明
末
の
沈
徳
符
な
ど
は
、
そ
の
内
容
を
「
一
字
も
書
い
て
い
な
い
の
と
同
じ
」
と
酷
評
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が
⑶
、

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
全
五
十
巻
の
う
ち
巻
一
か
ら
巻
十
を
欠
く
天
津
図
書
館
所
蔵
の
残
本
一
本
が
知
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
成
化
二
十
三
年
（
一
四
八
七
）
に
興
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
弘
治
七
年
（
一
四
九
四
）
に
安
陸
へ
之
藩
し
た
彼
の
事
績
の

う
ち
、
本
史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
弘
治
十
一
年
（
一
四
九
八
）
正
月
か
ら
正
徳
十
四
年
（
一
五
〇
一
）
六
月
の
薨
去
ま
で
の
記
事
で

あ
る
。

『
献
皇
帝
実
録
』
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
論
じ
た
研
究
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
、
高
艷
林
氏
の
論
考
で
あ

る
⑷
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
本
史
料
に
つ
い
て
の
専
論
と
し
て
は
お
そ
ら
く
唯
一
と
思
わ
れ
る
当
該
論
考
で
は
、
高
氏
が
独
自
に
設
け
た
い

く
つ
か
の
分
類
ご
と
に
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
前
稿
に
お
い
て
、
高
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

こ
ろ
を
前
提
と
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
実
見
も
踏
ま
え
て
、
本
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
若
干
の
知
見
を
上
乗
せ
す
る
と
と
も
に
、
き
わ

め
て
不
十
分
な
が
ら
も
、
そ
の
編
纂
や
収
蔵
の
経
緯
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
の
上
で
、「
大
礼
の
議
」
に
直
接
か
か
わ
っ
て
世
宗
が
自

派
の
理
論
的
正
当
性
を
主
張
し
た
り
、
興
王
や
そ
の
王
府
所
在
地
を
顕
彰
し
た
り
す
る
た
め
に
編
纂
し
た
諸
書
は
も
ち
ろ
ん
、
先
代
武
宗

の
『
明
武
宗
実
録
』
も
ふ
く
め
た
嘉
靖
初
年
に
お
け
る
朝
廷
主
導
の
史
書
編
纂
事
業
全
般
に
つ
い
て
、
あ
る
べ
き
秩
序
を
具
現
化
し
よ
う

と
す
る
礼
制
改
革
と
同
様
、
時
間
軸
の
上
で
も
興
王
の
言
行
を
規
範
化
し
、
ひ
い
て
は
世
宗
自
身
の
帝
位
の
正
統
性
を
示
そ
う
と
す
る
も

の
と
性
格
づ
け
た
。

と
こ
ろ
で
、
高
艷
林
氏
は
『
献
皇
帝
実
録
』
に
つ
い
て
「
明
の
藩
王
制
度
や
安
陸
地
方
の
社
会
・
政
治
・
経
済
状
況
を
研
究
す
る
際
に
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も
他
史
料
の
記
述
の
裏
づ
け
と
な
る
重
要
な
史
料
」
だ
と
評
し
て
い
る
⑸
。
こ
の
評
言
は
筆
者
に
も
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
高
氏
の
論
考
の
主
眼
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
『
献
皇
帝
実
録
』
の
紹
介
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
可
能
性
は
必

ず
し
も
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
か
く
言
う
筆
者
も
ま
た
、
そ
う
し
た
方
面
に
つ
い
て
は
前
稿
で
ま
っ
た
く
検

討
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、『
献
皇
帝
実
録
』
に
見
え
る
荘
田
経
営
や
文
武
の
地

方
官
府
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
水
利
と
い
っ
た
問
題
に
か
か
わ
る
記
事
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
て
興
王
府
と
湖
広
安
陸
の
地

方
官
府
や
在
地
社
会
と
の
関
係
の
如
何
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

と
は
言
う
も
の
の
、『
献
皇
帝
実
録
』
が
そ
う
し
た
作
業
を
進
め
る
の
に
十
分
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
遺
憾
な

が
ら
決
し
て
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
扱
お
う
と
し
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
の
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
述
は
、
そ
の
大
半
が
き
わ
め

て
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
史
料
を
あ
わ
せ
用
い
た
と
し
て
も
、
対
象
に
つ
い
て
十
分
に
つ
ま
び
ら
か
な
像
を
把
握
す
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
本
稿
で
も
、「
大
礼
の
議
」
を
め
ぐ
る
政
争
の
過
程
で
興
王
と
そ
の
王
府
を
顕
彰
す
べ
く
編
纂
さ
れ
た
史
料
や
、
嘉
靖
年
間

（
一
五
二
二
│
一
五
六
六
）
に
安
陸
州
か
ら
改
称
さ
れ
た
承
天
府
お
よ
び
府
下
各
県
の
方
志
の
記
述
に
多
く
を
負
い
な
が
ら
叙
述
を
進
め

ざ
る
を
え
な
い
。

『
献
皇
帝
実
録
』
成
立
の
背
景
に
あ
っ
た
政
治
的
事
情
も
、
本
史
料
の
扱
い
を
難
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
書

物
が
廷
臣
た
ち
と
対
立
す
る
な
か
で
、
実
父
の
言
行
を
皇
帝
の
そ
れ
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
で
規
範
化
し
、
も
っ
て
自
身
の
正
統
性
を
も

主
張
し
よ
う
と
い
う
世
宗
の
意
図
の
も
と
に
編
ま
れ
た
以
上
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
興
王
の
言
動
が
あ
る
べ
き
当
為
の
あ
り
方
か
ら
は
ず
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
王
府
に
対
す
る
荘
田
や
各
種
課
程
の
賜
与
お
よ
び
そ
れ
に
起
因
す
る
種
々
の
矛
盾
は
、
す
で
に
世
宗
即

位
以
前
よ
り
官
界
で
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
し
、
現
に
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
│
一
五
〇
五
）
に
は
、
興
王
へ
の
荘

田
賜
与
が
外
廷
の
官
僚
た
ち
か
ら
再
三
に
わ
た
っ
て
批
判
を
浴
び
た
こ
と
す
ら
あ
っ
た
⑹
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
う
し
た
方
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面
に
か
か
わ
る
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
事
に
も
、
藩
王
と
し
て
の
理
想
的
な
言
動
を
当
た
り
さ
わ
り
な
く
書
こ
う
と
い
う
力
が
働
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
、
想
像
に
難
く
な
い
。
王
府
荘
田
あ
る
い
は
明
代
中
期
以
降
に
お
け
る
湖
広
へ
の
人
口
流
入
と
そ
れ
に
と
も
な
う
土
地
所
有

や
水
利
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
の
成
果
に
照
ら
せ
ば
、
結
局
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
述
な
ど
、
所
詮
は
王
府
側
の

自
己
弁
護
に
過
ぎ
ず
、
取
り
上
げ
る
に
値
し
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
り
え
よ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
本
稿
で
あ
え
て
『
献
皇
帝
実
録
』
を
用
い
た
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
と
え

十
分
な
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
か
ら
王
府
の
側
の
立
場
や
事
情
が
う
か
が
え
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
官

僚
の
立
場
か
ら
す
る
言
説
に
依
拠
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
先
行
研
究
の
理
解
を
再
検
討
す
る
糸
口
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通

し
に
よ
る
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
明
代
宗
藩
に
関
す
る
中
国
の
研
究
を
総
括
し
た
梁
曼
容
氏
は
、
特
に
一
九
五
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
以

前
の
研
究
に
お
い
て
宗
藩
と
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
・
階
級
闘
争
史
観
に
立
脚
し
て
、
資
本
主
義
の
発
展
を
阻
害
す
る
の
に
加
担
し
た

搾
取
階
級
と
し
か
見
な
さ
れ
ず
、
腐
敗
・
貪
欲
・
残
虐
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
し
て
い
る
と
指
摘
し
、

新
た
な
視
角
・
理
論
か
ら
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
理
解
を
克
服
す
る
余
地
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
⑺
。
こ
う
し
た
総
括
と
展
望

が
ほ
か
な
ら
ぬ
大
陸
の
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
し
、
実
際
、
近
年
で
は
、
た
と
え
ば
水
利
を
め
ぐ
る
宗
藩

と
地
方
社
会
と
の
関
係
に
実
証
的
検
討
を
く
わ
え
た
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
⑻
。

王
府
の
立
場
か
ら
の
検
討
を
可
能
な
ら
し
め
る
史
料
の
存
在
は
、
右
の
よ
う
な
動
き
に
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
ほ

と
ん
ど
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
一
辺
倒
と
言
っ
て
よ
い
先
行
研
究
の
宗
藩
理
解
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
そ
う
し
た
像
を
結
ん
で
し
ま
う

の
か
と
い
う
問
を
立
て
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
梁
氏
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
と
づ
く
歴
史
観
の
影
響
を
一
因
に
挙

げ
て
お
り
、
そ
れ
は
た
し
か
に
当
を
得
た
指
摘
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
先
行
研
究
に
お
け
る
理
解
の
反
証
に
な
る
よ
う
な
史
料
に
と
ぼ
し

い
と
い
う
事
情
に
も
一
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
明
の
行
政
の
大
部
分
を
担
う
と
と
も
に
、
史
料

明代の興王府と湖広安陸社会 ― ３５０ ―



の
書
き
手
と
し
て
も
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
往
々
に
し
て
絶
対
視
し
て
し
ま
い
が
ち
な
官
僚
と
い
う
存
在

を
相
対
化
し
、
ひ
い
て
は
明
と
い
う
帝
国
の
統
治
の
構
造
を
も
認
識
し
な
お
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り
本

稿
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
議
論
を
十
分
に
展
開
す
る
こ
と
は
到
底
か
な
わ
な
い
が
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
ご
く
初
歩
的
な
作
業
と
し
て
、

『
献
皇
帝
実
録
』
か
ら
見
え
て
く
る
興
王
府
の
姿
を
示
し
て
み
た
い
。

管
見
の
か
ぎ
り
『
献
皇
帝
実
録
』
に
は
影
印
本
や
活
字
体
の
存
在
も
確
認
で
き
ず
、
閲
覧
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮

し
、
本
史
料
の
記
事
に
言
及
す
る
場
合
、
煩
冗
に
失
す
る
嫌
は
あ
る
が
、
あ
え
て
原
文
を
逐
一
註
記
す
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
『
承
天
大

誌
』
の
な
か
に
対
応
す
る
記
事
が
あ
る
場
合
、
た
と
え
ば
巻
三
十
三
、
五
葉
表
│
五
葉
裏
で
あ
れ
ば
﹇
承33

・5
a-5

b

﹈
の
よ
う
な
略

号
を
用
い
て
記
載
箇
所
を
附
記
す
る
。

一
．
興
王
府
荘
田
の
所
在
地

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
代
の
王
府
荘
田
に
つ
い
て
は
『
賦
役
全
書
』
に
記
載
が
な
く
、
各
王
府
が
独
自
に
保
有
し
て
い
た

簿
冊
も
兵
火
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
お
り
⑼
、
王
府
荘
田
が
ど
れ
ほ
ど
の
面
積
を
占
め
て
い
た
の
か
を
把
握
で
き
る
ま
と
ま
っ
た
デ
ー
タ
を

得
る
の
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
方
志
に
見
え
る
清
代
の
更
名
田
の
デ
ー
タ
な
ど
に
も
と
づ
い
て
推
計
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
⑽
、
興
王
府
の
荘
田
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
初
年
の
政
治
状
況
の
影
響
を
受
け
て
、
王
府
の
故
地
を
顕
彰
す
べ
く
編
纂
さ

れ
た
嘉
靖
『
興
都
志
』
お
よ
び
『
承
天
大
誌
』
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
数
値
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
比
較
的
は
や
い
時
期
か
ら
研

究
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
ま
ず
は
こ
の
両
書
の
編
纂
の
経
緯
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

嘉
靖
十
年
（
一
五
三
一
）
八
月
、
湖
広
帰
州
南
邏
口
巡
検
の
徐
震
が
安
陸
州
に
京
師
を
建
て
る
こ
と
を
奏
請
し
た
。
多
分
に
世
宗
の
意
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を
迎
え
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
上
奏
に
対
し
、
礼
部
は
、
太
祖
が
出
身
地
で
あ
る
濠
州
を
府
に
改
め
た
こ
と
を
前
例
と
し
て
、
府
に

昇
格
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
、
こ
れ
を
受
け
て
安
陸
州
を
承
天
府
に
改
め
る
と
の
詔
が
下
さ
れ
た
⑾
。
他
方
、
衛
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
四

年
（
一
五
二
五
）
四
月
に
安
陸
衛
が
顕
陵
衛
に
改
め
ら
れ
た
が
⑿
、
嘉
靖
十
八
年
（
一
五
三
九
）
五
月
に
は
荊
州
左
衛
を
顕
陵
衛
に
改
め

る
と
と
も
に
、
中
都
鳳
陽
に
な
ら
っ
て
興
都
留
守
司
を
設
置
し
、
顕
陵
衛
（＝

旧
荊
州
左
衛
）
と
承
天
衛
（＝

旧
安
陸
衛
）
の
二
衛
を
統

轄
さ
せ
た
⒀
。

都
に
昇
格
し
た
興
都
承
天
府
の
方
志
編
纂
が
最
初
に
建
議
さ
れ
た
の
は
、
嘉
靖
二
十
年
（
一
五
四
一
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
承
天
府

の
府
志
を
編
纂
し
、
こ
れ
を
『
一
統
志
』
に
収
録
す
る
よ
う
求
め
た
承
天
府
知
府
の
呉
惺
の
上
奏
に
対
し
、
と
き
の
礼
部
尚
書
に
し
て
武

英
殿
大
学
士
で
あ
っ
た
厳
嵩
は
、
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
『
禹
貢
』
の
体
例
を
範
と
す
る
こ
と
、
顕
陵
お
よ
び
旧
興
王
府
修
築
工
事
の
責
任

者
で
、
工
事
完
成
の
功
に
よ
り
工
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
た
顧
璘
を
総
裁
と
し
、
草
稿
上
進
の
暁
に
は
内
閣
の
審
査
な
ら
び
に
勅
定
を
経
て

刊
行
す
る
こ
と
、
刊
行
後
に
史
館
に
送
付
し
て
『
一
統
志
』
へ
の
収
録
を
議
す
こ
と
を
覆
奏
し
、
帝
の
裁
可
を
得
た
。
こ
れ
を
受
け
て
編

纂
さ
れ
た
方
志
が
現
在
『
興
都
志
』
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

嘉
靖
『
興
都
志
』
に
附
さ
れ
た
顧
璘
「
興
都
志
進
呈
表
」
に
は
、
史
料
収
集
に
あ
た
っ
た
知
府
呉
惺
の
ほ
か
、
編
纂
に
あ
た
っ
た
者
と

し
て
、
方
遠
宜
・
魏
良
輔
・
柯
喬
・
王
格
・
顔
木
・
王
廷
陳
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
方
遠
宜
・
魏
良
輔
・
柯
喬
は
顕
陵

造
営
工
事
の
監
督
と
し
て
承
天
府
で
在
職
し
た
経
験
が
あ
り
、
か
つ
方
遠
宜
は
嘉
靖
十
二
年
（
一
五
三
三
）
刊
『
山
東
通
志
』
に
序
を
寄

せ
⒁
、
顔
木
は
嘉
靖
十
八
年
（
一
五
三
九
）
刊
『
随
志
』
お
よ
び
嘉
靖
十
九
年
（
一
五
四
〇
）
刊
『
應
山
縣
志
』
の
纂
者
⒂
、
王
格
は
万

暦
年
間
（
一
五
七
三
│
一
六
二
〇
）
の
こ
と
な
が
ら
『
京
山
縣
志
』
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
て
い
る
⒃
。
柯
喬
と
王
廷
陳
も
、
の
ち
に
取
り

上
げ
る
嘉
靖
『

陽
志
』
の
撰
者
に
し
て
顧
璘
も
府
志
編
纂
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
と
い
う
童
承
叙
と
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
方
志
編
纂
に
も
つ
う
じ
た
人
物
を
そ
な
え
た
陣
容
で
、
嘉
靖
二
十
年
（
一
五
四
一
）
三
月
よ
り
作
業
が
は
じ
ま
り
、
翌
年
正
月
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に
完
成
し
た
原
稿
は
、
三
月
に
世
宗
に
上
呈
さ
れ
た
。
し
か
し
、
世
宗
は
礼
部
に
再
度
添
削
す
る
よ
う
命
じ
た
の
み
で
、
勅
許
を
得
て
刊

行
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
父
母
で
あ
る
興
王
お
よ
び
王
妃
の
事
績
は
国
史
・
実
録
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
の
誰

か
が
僭
越
に
も
書
き
記
す
べ
き
も
の
で
な
い
上
、
内
容
の
面
で
も
体
例
に
合
わ
ず
誤
り
が
多
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
⒄
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
を
経
た
嘉
靖
四
十
二
年
（
一
五
六
三
）
四
月
、
礼
科
都
給
事
中
の
丘
岳
が
『
興
都
志
』
の
改
訂
を
奏
請
し

た
。
興
王
と
世
宗
の
「
二
聖
」
の
衣
冠
を
蔵
し
、
帝
の
出
身
地
で
も
あ
る
「
都
」
で
あ
り
な
が
ら
、『
一
統
志
』
で
は
安
陸
と
い
う
一
州

の
う
ち
に
記
さ
れ
、
せ
っ
か
く
編
纂
さ
れ
た
方
志
も
体
裁
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
理
由
で
未
刊
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
先
帝
の

盛
徳
、
我
が
皇
上
の
大
孝
」
を
捨
て
お
い
て
顕
彰
し
な
い
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
言
は
、
こ
の
提
案
が
ほ
と
ん
ど
世
宗
へ
の
阿
諛
追
従
か

ら
出
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
が
、
こ
う
述
べ
た
上
で
丘
岳
は
、
礼
部
に
編
纂
に
つ
い
て
再
議
さ
せ
、
前
回
の
編
纂
時
に
は
書
か
れ
な
か

っ
た
が
現
時
点
で
記
録
す
べ
き
事
柄
を
こ
と
ご
と
く
記
し
、『
一
統
志
』
に
収
録
す
る
よ
う
建
議
し
た
⒅
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
改
訂
事

業
は
内
閣
に
総
裁
を
命
じ
、
翰
林
院
の
儒
臣
よ
り
分
纂
官
を
選
任
す
る
よ
う
求
め
て
も
い
る
。
礼
部
尚
書
の
李
春
芳
も
丘
岳
の
建
議
に
沿

っ
た
覆
奏
を
行
い
、
帝
も
こ
れ
を
裁
可
し
た
⒆
。
こ
の
と
き
内
閣
に
あ
っ
た
首
輔
徐
階
と
次
輔
袁
煒
が
総
裁
と
な
り
、
吏
部
左
侍
郎
の
董

份
が
副
総
裁
官
に
、
い
ず
れ
も
翰
林
院
の
官
で
あ
っ
た
張
居
正
・
林
燫
・
呉
可
行
が
纂
修
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
た
。
途
中
、
嘉
靖
四

十
四
年
（
一
五
六
五
）
四
月
に
入
閣
し
た
厳
訥
・
李
春
芳
も
総
裁
と
な
っ
た
ほ
か
、
孫
鋌
・
顧
従
礼
・
林
偕
春
・
陶
文
僖
・
高
拱
・
瞿
景

淳
も
纂
修
に
く
わ
わ
っ
て
い
る
。
丘
岳
お
よ
び
礼
部
尚
書
李
春
芳
の
上
奏
が
裁
可
さ
れ
て
十
日
ほ
ど
の
ち
の
四
月
二
十
五
日
、
首
輔
徐
階

が
世
宗
に
編
纂
方
針
を
上
奏
し
た
な
か
で
、
本
書
は
他
の
史
書
・
志
書
と
は
異
な
る
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
帝
よ
り
名
を
賜
る
こ
と

を
求
め
⒇
、
こ
れ
を
受
け
て
嘉
靖
四
十
三
年
（
一
五
六
四
）
の
三
月
に
『
承
天
大
誌
』
の
書
名
が
あ
た
え
ら
れ
た
21
。
最
終
的
に
完
成
し

て
勅
定
を
得
た
の
は
、
嘉
靖
四
十
五
年
（
一
五
六
六
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
22
。

丘
岳
の
上
奏
の
ほ
か
、
李
春
芳
の
覆
議
に
も
、
嘉
靖
二
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
顧
璘
が
進
呈
し
た
嘉
靖
『
興
都
志
』
の
修
訂
が
命
ぜ
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ら
れ
て
か
ら
、
こ
こ
ま
で
に
至
る
二
十
年
間
の
御
製
や
瑞
祥
に
つ
い
て
も
増
補
す
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
23
。
そ
の
あ
と
に
上
奏
し

た
徐
階
も
、『
興
都
志
』
の
誤
り
の
多
さ
を
指
摘
す
る
上
諭
が
下
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二
十
年
も
経
過
し
て
い
る
が
、
記
載
さ
れ
て
い

な
い
事
柄
も
な
お
多
い
と
し
て
、『
興
都
志
』
の
抄
写
を
湖
広
の
巡
撫
・
巡
按
御
史
に
送
付
し
、
当
地
の
地
方
官
に
増
補
・
改
訂
作
業
を

行
わ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
24
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
嘉
靖
『
興
都
志
』
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
や
編
纂
後
に
生
じ
た
変
化
に

つ
い
て
『
承
天
大
誌
』
に
は
増
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
王
府
荘
田
│
│
世
宗
即
位
後
は
皇
荘
│
│
の
統
計
に

つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

以
上
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
両
書
に
お
い
て
、
荘
田
の
面
積
は
嘉
靖
『
興
都
志
』
で
は
巻
八
、
典
制
八
に
、『
承
天
大
誌
』
で
は
最
後

の
巻
四
十
、
苑
田
紀
に
、
い
ず
れ
も
「
荘
田
」
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
興
都
志
』
で
は
、
古
来
よ
り
封
建
諸
侯
に
は
常
禄
の
ほ
か

に
賜
る
田
地
が
あ
っ
た
が
、
明
で
定
め
ら
れ
た
親
王
の
常
禄
一
万
石
だ
け
で
は
実
際
の
必
要
分
の
半
分
で
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
荘
田

を
設
け
て
不
足
を
補
っ
た
の
で
あ
り
、
土
地
の
良
否
や
多
寡
は
封
爵
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
異
な
る
と
述
べ
た
上
で
、
現
在
、
皇
荘
と
称
し

て
い
る
の
は
先
帝
す
な
わ
ち
興
王
の
遺
産
を
世
宗
が
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
旧
王
府
荘
田
を
こ
う
し
た
形
で
残
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、

世
宗
の
孝
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
記
し
て
い
る
25
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
徐
階
の
手
に
な
る
『
承
天
大
誌
』
苑
田
紀
の
序
文
の
草
稿
に
も
同
様

に
見
ら
れ
る
が
26
、
あ
く
ま
で
も
皇
帝
を
輩
出
し
た
「
都
」
の
記
録
を
編
纂
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
府
志
に
書
く
よ
う
な
「
秩
官
・

謡
俗
の
類
、
泛
に
し
て
瑣
細
に
及
ぶ
」
も
の
、
あ
る
い
は
「
星
野
・
疆
域
・
建
置
・
官
署
」
と
い
っ
た
「
郡
邑
の
事
」
は
採
録
し
な
い
と

い
う
方
針
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
『
承
天
大
誌
』
に
あ
っ
て
も
27
、
一
見
、
些
末
と
も
思
え
る
荘
田
の
デ
ー
タ
を
記
載
し
て
い
る
の

は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
嘉
靖
『
興
都
志
』
所
見
の
荘
田
の
デ
ー
タ
は
施
正
康
氏
・
張
建
民
氏
が
28
、『
承
天
大
誌
』
の
そ
れ
は
王
毓
銓
氏

が
29
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る
。
既
出
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
も
行
論
の
必
要
上
、
あ
ら
た
め
て
両
書
所
載
の
デ
ー
タ
を
【
表
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表 1 嘉靖『興都志』巻八「荘田」および『承天大誌』巻四十「荘田」のデータ
囲陵・囲墳田地（単位：頃）

嘉靖『興都志』 『承天大誌』
純德山（顯陵） 27.47302 27.47302

寶鶴山（郢靖王） 10.07452 10.07452

瑜靈山（梁莊王） 28.3646 28.3646

岳懷王 20 20

常寧長公主 15 15

善化長公主 15 15

收租田地（単位：頃）

嘉靖『興都志』
『承天大誌』

（原額） 新増
馬灘等莊 1495.95232 1579.??512 83.1628

羅小山等莊 982.102965 988.618865 6.5159

池河等莊 1127.4549 1127.4549 284.66197

焦山等莊 797.51373 797.51373

羅鐵溝等莊 706.0537 706.0537 30.9293

利河等莊 1055.3728 1055.3218 45.68692

赤馬野豬等湖 956.9743 956.9743 326.76995

蘆洑長河等湖 1157.3243 1157.3243 151.92435

通共各莊湖 8404.612885

收租店房（間）・店房基地（丈）

嘉靖『興都志』
『承天大誌』

（原額） 新増
城內外 1754間半 1754間半
原遺衙門／空地 14所／28段 14所／28段
舊口莊 872丈 872丈
洋子莊 211間 211間
盛家店 17間 17間
豐樂河莊 317間 317間 485間
朱家埠 681間半
塘港莊 186間
馬灘西門外 261丈
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１
】
に
示
す
。

よ

こ
の
数
字
に
つ
い
て
、
嘉
靖
『
興
都
志
』
に
は
「
因
り
て
其
の
故
を
存
す
る
こ
と
左
の
如
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
世
宗
が
「
其
の

故
」
つ
ま
り
旧
興
王
府
荘
田
を
「
存
」
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
数
字
は
世
宗
即
位
後
に
皇
荘
と
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
張
建
民
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
荘
の
管
理
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
「
内
臣
」
の
兼
併
に
よ
っ
て
、
旧
興
王
府
荘
田
は

世
宗
即
位
後
も
拡
大
を
つ
づ
け
た
30
。
嘉
靖
『
興
都
志
』
所
載
の
デ
ー
タ
は
そ
う
し
た
状
況
も
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
興

王
府
の
荘
田
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
こ
れ
よ
り
も
い
く
ぶ
ん
か
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
表
１
】
を
一
見
す
れ
ば
、『
承
天
大
誌
』
は
嘉
靖
『
興
都
志
』
の
数
字
を
原
額
と
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
収
租
田
地
」
は
焦
山
荘
を

除
い
て
い
ず
れ
も
増
加
し
て
い
る
。「
收
租
店
房
」
す
な
わ
ち
貸
店
舗
に
つ
い
て
も
、
豊
楽
河
荘
に
所
有
す
る
店
房
数
が
著
し
く
増
加
し

て
い
る
。
豊
楽
河
に
つ
い
て
は
、
こ
の
河
水
が
田
地
を
う
る
お
す
こ
と
は
な
は
だ
広
く
、
民
は
こ
れ
に
よ
っ
て
豊
作
を
得
て
い
た
と
の
記

事
が
あ
る
ほ
か
31
、
や
は
り
朝
廷
が
所
有
す
る
收
租
店
房
や
店
房
基
地
の
所
在
地
と
し
て
名
が
見
え
る
旧
口
・
洋
子
や
朱
家
埠
と
同
様
、

豊
楽
河
で
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
開
か
れ
て
い
た
32
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は
駅
伝
の
舖
も
設
け
ら
れ
て
い
た
ほ
か
33
、
渡
し
場
と
し
て
も
重
要
な

地
点
で
あ
り
、
明
代
に
は
常
々
こ
の
地
に
兵
士
を
置
い
て
警
備
さ
せ
る
こ
と
が
議
さ
れ
た
と
い
う
34
。
こ
の
よ
う
に
豊
楽
河
荘
は
ゆ
た
か

な
田
地
が
広
が
る
の
み
な
ら
ず
、
商
業
ま
た
交
通
の
要
衝
で
も
あ
り
、
嘉
靖
後
半
期
に
お
け
る
朝
廷
所
有
の
店
房
数
の
急
増
も
、
こ
う
し

た
状
況
を
背
景
と
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

【
表
１
】
に
見
え
る
荘
田
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
施
正
康
氏
が
嘉
靖
『
興
都
志
』
と
各
種
の
方
志
と
を
対
照
し
、
い
ず
れ
も
鍾
祥
県
内

に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
35
、『
献
皇
帝
実
録
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
【
表
２
】
に
示
す
よ
う
に
多
数
の
荘
田
所
在
地

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
表
２
】
に
見
え
る
地
名
の
う
ち
、
嘉
靖
『
興
都
志
』・『
承
天
大
誌
』
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
方
志
に
記
載
の
あ
る
も
の
を
挙
げ
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表 2 『献皇帝実録』に見える荘田の所在地

紅廟水堤（17、H 14. 6. 戊寅）
顔家腦莊（21、H 16. 3. 己卯／30、Z 3. 11. 乙未朔／44、Z 11. 7. 辛巳／46、Z 12. 2.

己酉）
焦山莊（21、H 16. 6癸亥／35、Z 6. 11. 戊申）
臺陂莊（21、H 16. 10. 辛亥／30、Z 3. 7. 甲寅／38、Z 8. 6. 癸亥）
板橋灣莊（27、Z 2. 正. 辛卯／31、Z 4. 7. 戊申／44、Z 11. 2. 戊午／45、Z 11. 9. 甲申

／44、Z 11. 2. 戊午／48、Z 13. 4. 癸巳）
流連（口）莊（30、Z 3. 6. 壬辰／48、Z 13. 5. 癸丑）
東港莊（30、Z 3. 11. 乙未朔／31、Z 4. 11. 癸酉／45、Z 11. 11. 戊寅朔／49、Z 13. 12.

癸酉）
芝麻灘莊（31、Z 4. 9. 癸巳）
青泥套莊（31、Z 4. 9. 癸巳）
百頃鋪莊（31、Z 4. 閏 9. 庚申朔）
竹陂河莊（32、Z 5. 4. 丙寅）
池河莊（35、Z 6. 6. 庚辰／44、Z 11. 5. 庚寅／48、Z 13. 3. 丙辰）
洋子莊（35、Z 6. 9. 癸亥）
朴樹頭莊（36、Z 7. 5. 癸丑）
城北湖莊（35、Z 6. 10. 戊寅／36、Z 7. 閏 5. 戊寅／39、Z 8. 11. 乙丑朔／41、Z 9. 8.

己亥）
羅小山莊（37、Z 7. 10. 辛丑朔）
利河莊（38、Z 8. 4. 己亥／44、Z 11. 5. 庚寅）
沿山莊（38、Z 8. 4. 己亥／45、Z 11. 8. 己未／49、Z 13. 7. 乙卯）
放鷹臺莊（38、Z 8. 7. 甲申）
豐樂河莊（38、Z 8. 8. 乙巳）
赤馬莊（39、Z 8. 9. 甲戌）
馬公洲莊（40、Z 9. 正. 庚寅／46、Z 12. 2. 己酉）
舊口莊（40、Z 9. 2. 己酉）
寶鶴山莊（41、Z 9. 10. 丁未）
瑜靈山莊（41、Z 9. 10. 丁未）
馬灘莊（43、Z 10. 7. 丙申／48、Z 13. 6. 癸丑／49、Z 13. 11. 辛亥）

焦石莊（44、Z 11. 7. 丁酉）
快活林莊（47、Z 12. 8. 癸丑）
五里山莊（48、Z 13. 6. 丙申）

※「17、H 14. 6. 戊寅」：巻十七、弘治十四年六月戊寅条。「H」は弘治、「Z」は正徳を
示す。
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る
と
、
ま
ず
台
陂
荘
に
つ
い
て
は
、
萬
曆
『
承
天
府
志
』
に
鍾
祥
県
城
の
南
に
あ
る
村
の
ひ
と
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
36
、
百
頃
鋪
荘

に
つ
い
て
も
、
鍾
祥
県
か
ら
荊
門
州
へ
と
通
ず
る
ル
ー
ト
上
に
あ
る
西
七
舖
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
百
頃
舖
が
県
城
か
ら
四
十
五
里

の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
見
え
る
37
。
ま
た
放
鷹
台
に
つ
い
て
は
、
楚
王
が
狩
猟
の
際
に
鷹
を
放
っ
た
と
さ
れ
る
古
跡
で
あ
り
、
鍾
祥
県
城

の
東
四
十
里
の
藪
沢
の
間
に
あ
っ
て
、
四
方
へ
の
眺
望
が
開
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
38
。

湖
広
で
布
政
使
・
按
察
使
な
ど
に
在
職
し
た
経
験
が
あ
る
徐
学
謨
が
纂
修
者
と
な
り
、
万
暦
二
年
（
一
五
七
四
）
十
一
月
か
ら
同
四
年

（
一
五
七
六
）
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
巻
三
十
三
、
水
利
二
に
は
、
漢
江
の
堤
防
に
つ
い
て
の
考
略
が
府
州
県
ご
と

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
承
天
府
お
よ
び
鍾
祥
県
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
39
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
石
城
す
な
わ
ち
承
天
府
城
か

ら
40
、
蔡
家
橋
・
板
橋
湾
・
上
下
流
漣
・
馬
公
洲
・
小
河
口
を
経
て
南
河
に
至
る
ま
で
、
流
れ
が
湾
曲
し
た
と
こ
ろ
に
築
か
れ
た
三
百
余

里
は
、
土
地
の
ひ
と
び
と
が
紅
廟
堤
と
総
称
し
て
お
り
、
水
防
上
も
っ
と
も
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
蔡
家
橋
か
ら
湖
へ
注
ぐ

流
れ
が
あ
り
、
ま
た
流
漣
口
・
金
港
口
か
ら
も
枝
河
を
と
お
っ
て
赤
馬
野
猪
湖
な
ど
に
流
れ
こ
む
ほ
か
、
青
樹
湾
か
ら
軍
台
港
に
も
流
れ

て
い
た
た
め
に
、
漢
江
の
水
流
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
堤
防
も
無
事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
方
志
に
い
う

「
今
」
の
時
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
河
川
の
な
か
ば
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
嘉
靖
二
十
八
年
（
一
五
四
九
）
以
降
、
堤
防
は
こ
と

ご
と
く
決
壊
し
た
と
い
う
41
。
遊
水
機
能
を
持
つ
河
川
・
湖
沼
の
消
失
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
石
城
周
辺
の
城
北
湖
・
池
河
・
殷
家
河
な

ど
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
、
承
天
府
全
体
の
水
害
の
原
因
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
府
下
の
諸
県
の
う
ち
、
漢
江
北
岸
で
洪
水
被
害
の
も

っ
と
も
甚
大
な
と
こ
ろ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
紅
廟
堤
で
あ
っ
た
42
。
そ
し
て
『
湖
廣
總
志
』
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
河

川
・
湖
沼
の
消
失
は
「
軍
民
官
荘
」
に
よ
る
開
発
と
私
有
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
嘉
靖
中
期
以
降
、
堤
防
決
壊
が
頻
発
す
る
な

か
、
官
府
が
修
築
を
提
議
し
て
も
、
そ
の
た
び
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
の
を
繰
り
か
え
し
て
き
た
の
は
、
官
荘
お
よ
び
荆
州

右
衛
と
鍾
祥
・
景
陵
・
京
山
三
県
の
軍
民
の
所
有
地
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
た
が
い
に
負
担
を
押
し
つ
け
あ
っ
て
ば
か
り
い
る
か
ら
で
あ
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る
が
、
そ
の
な
か
で
も
修
築
計
画
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
不
法
を
働
く
こ
と
、
も
っ
と
も
ひ
ど
い
の
は
官
荘
の
佃
民
で
あ
っ
た
と
ま
で
述

べ
て
い
る
43
。

以
上
、
い
さ
さ
か
些
末
に
過
ぎ
る
叙
述
を
重
ね
た
が
、
本
章
で
示
し
た
『
献
皇
帝
実
録
』
所
載
の
荘
田
所
在
地
の
情
報
か
ら
、
興
王
府

荘
田
に
由
来
す
る
皇
荘
が
農
業
生
産
の
ほ
か
商
業
・
交
通
・
水
利
な
ど
の
面
に
お
い
て
も
重
要
な
場
所
で
拡
大
し
て
い
た
こ
と
を
、
ひ
と

ま
ず
た
し
か
め
て
お
き
た
い
。

二
．
興
王
府
の
荘
田
経
営

興
王
の
在
世
中
、
安
陸
は
度
重
な
る
天
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
費
克
光
氏
は
『
承
天
大
誌
』
に
も
と
づ
い
て
、
弘
治
十
二
年
（
一
四
九

九
）・
十
五
年
（
一
五
〇
二
）・
正
徳
三
年
（
一
五
〇
八
）
に
は
旱
災
、
弘
治
十
年
（
一
四
九
七
）・
正
徳
十
年
（
一
五
一
五
）・
十
一
年

（
一
五
一
六
）・
十
二
年
（
一
五
一
七
）
に
は
水
害
と
い
う
よ
う
に
、
毎
年
の
よ
う
に
災
害
が
つ
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
、
か
つ
弘
治
十
二
年

（
一
四
九
九
）
の
水
害
で
は
死
者
四
十
三
名
、
家
屋
六
十
軒
・
家
畜
百
三
十
頭
が
流
失
し
、
田
地
二
十
余
頃
に
被
害
が
出
た
こ
と
、
正
徳

十
年
（
一
五
一
五
）
か
ら
三
年
つ
づ
い
た
大
水
害
が
大
飢
饉
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
44
。
こ
れ
ら
は
『
承
天
大
誌
』

の
も
と
と
な
っ
た
『
献
皇
帝
実
録
』
に
も
当
然
な
が
ら
徴
す
る
こ
と
が
で
き
、
高
艷
林
氏
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
記
録
が
残
る
弘
治
十
一
年

（
一
四
九
八
）
か
ら
正
徳
十
四
年
（
一
五
一
九
）
ま
で
の
二
十
二
年
間
に
八
回
の
大
災
害
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
45
。
実
際
、

た
と
え
ば
正
徳
四
年
（
一
五
〇
九
）
十
月
、
荘
田
の
作
柄
調
査
よ
り
も
ど
っ
た
管
荘
内
官
に
よ
る
「
地
勢
の
高
い
山
や
丘
で
は
旱
害
が
多

く
、
低
地
の
湖
田
は
水
害
が
多
い
の
で
、
だ
い
た
い
六
割
か
ら
七
割
の
収
穫
で
し
ょ
う
」
と
の
報
告
に
対
し
て
、
興
王
は
「
佃
民
は
租
を

納
め
て
も
、
飢
寒
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
46
。
六
割
か
ら
七
割
程
度
の
収
穫
が
あ
れ
ば
飢
寒
に
苦
し
む
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こ
と
な
く
生
活
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
一
面
で
水
害
・
旱
害
が
頻
発
す
る
安
陸
で
の
農
業
の
困
難
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
弘
治
十
四
年
（
一
五
〇
一
）
三
月
に
は
、
食
を
得
ら
れ
な
い
貧
民
が
州
城
か
ら
相
当
に
距
離
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郢
靖

王
・
梁
荘
王
の
墓
所
の
樹
木
を
盗
伐
し
、
薪
と
し
て
売
っ
て
い
る
と
の
記
事
が
見
え
る
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
興
王
も
厳
し
く
取
締
る
よ
う

命
じ
て
い
る
が
47
、
窮
余
の
策
な
が
ら
王
墓
の
樹
木
を
切
っ
て
薪
と
し
て
売
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
飢
饉
の
際

の
民
の
困
窮
ぶ
り
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
容
易
な
ら
ざ
る
環
境
下
で
の
荘
田
経
営
に
対
す
る
興
王
の
認
識
・
対
応
の
如
何
に
つ
い
て
、『
献
皇
帝
実
録
』

が
伝
え
る
と
こ
ろ
は
、
基
本
的
に
佃
民
が
つ
つ
が
な
く
農
業
に
い
そ
し
み
、
飢
寒
の
憂
い
な
く
日
々
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
藩

王
の
つ
と
め
だ
と
い
う
価
値
観
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
48
。
理
想
的
な
藩
王
の
姿
を
示
す
こ
と
が
主
目
的
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
こ
の
史
料
に
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
求
め
る
の
は
酷
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
本
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
荘
田
経
営
を

め
ぐ
る
興
王
の
言
行
な
い
し
王
府
の
施
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
言
っ
た
特
徴
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。

や
や
具
体
的
な
内
容
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
正
徳
八
年
（
一
五
一
三
）
八
月
に
管
荘
官
に
対
し
て
興
王
が
示
し
た
と
さ
れ
る
「
教
民

務
本
事
宜
」
が
あ
る
。
荘
田
経
営
の
具
体
的
な
方
針
と
も
言
う
べ
き
内
容
を
六
か
条
に
わ
た
っ
て
示
し
た
も
の
で
、
第
四
条
で
は
租
課
徴

収
時
の
留
意
点
を
示
し
、
第
五
条
で
は
堤
防
な
ら
び
に
ク
リ
ー
ク
の
修
築
・
整
備
を
指
示
し
て
い
る
ほ
か
、
第
六
条
で
は
春
耕
時
に
牛
・

農
具
・
種
子
を
欠
く
者
に
は
こ
れ
を
支
給
し
、
秋
の
収
穫
時
に
は
水
害
・
旱
害
の
状
況
を
実
地
検
分
し
て
租
課
を
減
免
す
る
よ
う
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
第
一
条
で
は
、
家
屋
の
周
辺
に
桑
棗
を
植
え
て
養
蚕
を
行
え
ば
、
老
人
に
絹
衣
を
着
せ
る
と
と
も
に
、
現
金
を
得
て
衣
食

の
購
入
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
山
丘
の
空
き
地
に
は
果
樹
を
植
え
、
山
中
の
草
木
も
柴
刈
の
た
め
に
た
く
わ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
を

述
べ
、
第
二
条
で
は
鶏
・
鵞
・
豚
を
飼
い
、
老
人
に
肉
を
食
べ
さ
せ
る
よ
う
説
い
て
い
る
。
第
三
条
で
は
溜
池
造
成
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
が
、
深
さ
一
丈
余
、
広
さ
七
尺
余
と
し
、
日
照
り
に
備
え
て
水
を
た
く
わ
え
る
ほ
か
、
魚
を
飼
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
っ
た
点
に
ま
で
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言
及
し
て
い
る
49
。
こ
う
し
た
事
柄
を
特
に
安
陸
の
在
地
社
会
の
実
情
に
照
ら
し
て
ど
う
評
価
す
べ
き
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
佃
民

の
生
活
や
生
産
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
内
容
の
指
示
が
藩
王
の
言
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
点
に
、
こ
こ
で
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

興
王
府
の
荘
田
経
営
に
関
し
て
、
お
そ
ら
く
『
献
皇
帝
実
録
』
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
租
課
の
減
免
を
伝
え
る
記

事
で
あ
る
。
前
章
で
列
挙
し
た
荘
田
所
在
地
の
情
報
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

租
課
減
免
の
多
く
は
、
や
は
り
水
害
や
旱
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
弘
治
十
六
年
（
一
五
〇
三
）
九
月
に
は
、
こ
の
年
の
旱
害
の
た
め

に
、
府
内
各
地
よ
り
管
荘
官
が
租
課
の
減
免
を
願
い
出
て
き
た
の
に
対
し
、
興
王
は
、
い
わ
ば
王
府
の
内
廷
・
外
廷
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
か
さ

ど
る
承
奉
司
・
長
史
司
よ
り
官
を
派
遣
し
て
被
災
状
況
を
調
査
さ
せ
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
租
を
免
除
し
た
と
見
え
る
50
。
王
府
荘
田
全

体
を
対
象
と
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
荘
田
に
対
し
て
租
課
の
減
免
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
51
。

土
壌
や
地
勢
の
如
何
が
租
課
減
免
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
台
陂
荘
で
は
「
其
の
地
、
沙
淤
の
塞
ぐ
と
こ

ろ
と
為
」
っ
た
た
め
に
52
、
ま
た
流
連
荘
で
も
「
沙
淤
の
地
土
の
租
課
を
免
」
じ
た
と
い
う
よ
う
に
53
、
河
川
の
土
砂
が
堆
積
し
て
で
き

た
湿
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
地
の
佃
戸
が
減
免
を
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
百
頃
鋪
荘
で
は
「
山
岡
の
地
」
の
租

が
三
割
免
除
さ
れ
て
い
る
ほ
か
54
、
利
河
荘
お
よ
び
沿
山
荘
の
民
と
さ
れ
る
郭
明
達
・
李
思
賢
ら
の
上
啓
に
は
、
こ
の
両
地
は
礫
が
多
い

た
め
に
耕
作
が
困
難
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
55
。
こ
の
ほ
か
東
港
荘
お
よ
び
郢
靖
王
の
墓
で
あ
る
宝
鶴
山
、
梁
荘
王
の
墓
で
あ
る
瑜
霊
山
で

は
、
虫
害
の
た
め
に
租
課
が
減
免
さ
れ
て
い
る
56
。

こ
れ
ら
租
課
減
免
を
伝
え
る
記
事
は
、
単
に
史
実
を
伝
え
る
と
い
う
以
上
に
、
佃
民
に
恩
恵
を
施
す
興
王
の
姿
を
伝
え
る
こ
と
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
記
事
の
多
く
が
『
承
天
大
誌
』
巻
三
十
三
・
三
十
四
の
「
恩
澤
紀
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
、
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
も
の
と
し
て
、
王
府
に
よ
る
賑
恤
の
記
事
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

水
害
・
旱
害
が
往
々
に
し
て
飢
饉
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
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十
四
、
弘
治
十
八
年
二
月
己
未
（
三
日
）
条
に
伝
え
ら
れ
る
興
王
の
言
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
不
作
に
よ
り
今
春
は
王
府
の
軍
校
・
佃
民
の

多
く
が
食
に
も
事
欠
く
有
様
で
あ
り
、
食
を
求
め
て
流
浪
す
る
者
す
ら
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
興
王
は
、
軍
校
・
佃
民
に

対
し
て
は
、
戸
口
の
多
寡
に
応
じ
て
穀
物
を
支
給
す
る
よ
う
承
奉
司
に
命
ず
る
一
方
、
流
民
に
は
儀
衛
司
の
官
旗
よ
り
粟
米
を
支
給
し
、

空
い
て
い
る
仏
寺
・
道
観
で
粥
の
炊
き
出
し
を
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
と
伝
え
ら
れ
る
57
。
飢
饉
に
際
し
て
の
寺
観
で
の
施
粥
は
弘
治
十
二

年
（
一
四
九
九
）
六
月
お
よ
び
正
徳
五
年
（
一
五
一
〇
）
三
月
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
王
府
の
施
粥
に
よ
っ
て
命

を
つ
な
い
だ
者
が
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
と
い
う
58
。
飢
饉
や
貧
窮
の
た
め
に
食
を
得
ら
れ
な
い
佃
民
や
兵
士
に
対
し
て
、
穀
物
を
現
物
支

給
す
る
こ
と
も
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
59
、
王
府
の
銀
両
で
買
い
上
げ
た
米
穀
を
支
給
し
て
い
る
例
も
あ
る
60
。
ま
た
必
ず
し
も

賑
恤
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
夏
の
炎
熱
の
際
に
は
薬
湯
や
水
の
配
給
も
行
っ
て
い
た
ら
し
い
61
。

正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）
の
水
害
は
『
献
皇
帝
実
録
』
に
も
「
居
民
漂
溺
す
」
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
62
。
こ
の
と

き
興
王
は
、
安
陸
州
・
安
陸
衛
の
官
と
連
名
で
榜
文
を
出
し
、
特
に
「
郷
間
富
実
の
家
」
に
対
し
て
、
食
を
求
め
て
流
浪
す
る
貧
民
に
遭

遇
し
た
ら
、
こ
れ
を
と
ど
め
て
保
護
・
救
済
し
て
や
り
、
無
下
に
境
外
に
追
い
や
っ
て
は
な
ら
な
い
と
命
ず
る
よ
う
長
史
司
に
指
示
し
て

い
る
63
。
こ
の
水
害
の
影
響
で
、
正
徳
十
二
年
（
一
五
一
七
）
正
月
に
は
米
価
の
高
騰
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
も
興
王
は
、

州
衛
に
は
そ
れ
ぞ
れ
軍
民
の
救
済
を
指
示
す
る
文
書
を
送
る
と
と
も
に
、「
郷
間
殷
実
の
家
」
に
対
し
て
も
、
粟
豆
を
保
有
す
る
者
は
こ

れ
を
貸
与
せ
よ
、
秋
の
収
穫
時
に
官
司
が
元
本
・
利
息
の
回
収
を
許
可
す
る
の
で
、
小
民
の
糧
食
買
入
の
途
を
閉
ざ
し
て
困
苦
に
追
い
や

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
告
示
を
出
す
よ
う
承
奉
司
・
長
史
司
に
命
じ
て
い
る
64
。
後
者
の
記
事
で
は
、
ま
ず
豊
作
の
地
に
王
府
か
ら
銀

両
を
発
出
し
て
糧
食
を
買
い
つ
け
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
右
の
措
置
は
そ
れ
に
追
加
す
る
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ

う
し
た
大
規
模
災
害
に
際
し
て
、
王
府
か
ら
も
直
接
に
当
地
の
富
民
を
対
象
と
し
て
右
の
よ
う
な
指
示
や
命
令
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。
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つ
と
に
先
学
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
荘
田
で
あ
る
以
上
、「
公
の
官
吏
が
行
っ
て
治
む
べ
き
所
で
な
く
、
私
の
支
配
人
が
行
く
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
」、「
管
荘
之
人
」・「
管
荘
人
役
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
荘
田
管
理
の
人
員
も
、
王
府
の
宦
官
あ
る
い
は
校
尉
や
総
旗
・
小
旗

の
よ
う
に
65
、
い
わ
ば
王
府
の
「
内
」
の
部
分
に
か
か
わ
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
本
章
冒
頭
で
触
れ
た
荘
田
の

作
柄
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
を
伝
え
る
記
事
で
、
興
王
に
報
告
し
た
の
が
「
各
管
荘
内○

官○

」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
た
し
か
め
ら

れ
る
。

荘
田
か
ら
の
租
課
徴
収
を
王
府
独
自
の
徴
租
収
奪
体
系
に
よ
っ
て
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
自
行
管
業
」
は
明
初
の
時
期
に
は
特
に
制
限
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
弊
害
が
顕
著
に
な
り
、
成
化
六
年
（
一
四
七
〇
）
に
至
っ
て
、
こ
れ
を
国
家
の
管
理
に
帰
し
、
州
県
が
一
定
の

率
に
よ
っ
て
租
課
徴
収
を
行
う
「
有
司
代
管
」
が
成
文
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
民
田
に
比
し
て
重
租
で
あ
る
官
糧
則
例
が
適

用
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
徴
租
権
の
帰
属
と
租
率
を
め
ぐ
る
王
府
と
官
府
と
の
対
立
が
あ
っ
て
も
、
大
抵
は
皇
帝
の
許
可
と
い
う
形
で
王

府
の
自
行
徴
収
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
民
田
よ
り
高
率
で
あ
る
上
に
、
自
行
徴
収
に
よ
る
額
外
徴
収
が
く
わ
わ
り
、
王
府
荘

田
の
租
課
は
過
重
と
な
る
一
方
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
66
。
成
化
六
年
（
一
四
七
〇
）
以
降
も
王
府
の
自
行
管
業
が
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
の
例
と
し
て
王
毓
銓
氏
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
弘
治
十
二
年
（
一
四
九
九
）
に
は
、
み
ず
か
ら
の
荘
田
は
他
府
に
お
け
る
税

糧
課
徴
対
象
の
民
田
と
は
異
な
る
と
の
理
由
で
、
王
府
に
よ
る
租
課
徴
収
を
認
め
る
よ
う
興
王
が
奏
請
し
、
孝
宗
の
裁
可
を
得
て
い

る
67
。『
献
皇
帝
実
録
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
有
司
代
管
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
積
極
的
に
徴
証
す
る
記
事
が
見
当
た
ら

な
い
こ
と
の
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
荘
田
経
営
の
具
体
的
な
方
針
と
も
言
え
る
前
掲
の
「
教
民
務
本
事
宜
」
が
示
さ

れ
た
り
、
租
課
減
免
や
災
害
・
飢
饉
の
際
に
状
況
確
認
が
命
ぜ
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
の
点
か
ら
し
て
、
興
王
府
の
荘
田
経
営
は
基
本
的
に

彼
ら
管
荘
官
を
つ
う
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
実
態
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
具
体
的
に
把
握
し
う
る
手
が
か
り
を
『
献

皇
帝
実
録
』
に
求
め
る
な
ら
ば
、
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
い
が
、
管
荘
官
の
望
ま
し
か
ら
ざ
る
行
為
に
対
す
る
興
王
の
訓
戒
な
い
し
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𠮟
責
の
言
を
ひ
と
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）
の
大
水
害
の
影
響
が
な
お
残
る
正
徳
十
二
年
（
一
五
一
七
）
二
月
、
馬
公
洲
荘
の
佃
民
の
羅
鑑
・
高
祥
ら

が
租
課
の
免
除
を
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
興
王
は
、
被
災
状
況
の
調
査
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
租
課
の
免
除
を
す
で
に
何
度
も
管
荘
官

に
命
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
耕
作
が
は
じ
ま
ろ
う
と
い
う
二
月
に
な
っ
て
、
至
る
と
こ
ろ
で
小
民
か
ら
の
訴
え
が
上
啓
さ
れ
る
の

は
、
管
荘
官
が
興
王
の
意
を
体
せ
ず
、
十
分
に
実
地
調
査
を
し
な
い
ま
ま
に
虚
偽
の
報
告
を
し
て
く
る
か
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
不
正
を
は

た
ら
き
、
小
民
か
ら
利
を
む
さ
ぼ
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
さ
し
あ
た
り
彼
ら
を
処
罰
す
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
別
に
公
正
な
官
員
を
調
査
に
帯
同
し
、
結
果
を
帳
簿
に
ま
と
め
て
報
告
さ
せ
た
上
で
、
租
課
の
減
免
を
行
う
よ
う
承
奉
司
・
長
史

司
に
命
じ
て
い
る
68
。

直
接
、
興
王
に
責
任
を
負
っ
た
の
は
「
官
」
た
る
管
荘
官
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
下
に
も
ま
た
佃
民
と
直
接
の
交
渉
を
持
ち
、

荘
田
経
営
を
末
端
で
支
え
る
者
が
介
在
し
て
い
た
。
王
毓
銓
氏
に
よ
れ
ば
、
山
東
徳
王
府
の
「
荘
頭
」
や
山
東
魯
王
府
の
「
小
甲
」
は

「
管
荘
人
役
」
の
下
に
置
か
れ
、
管
荘
内
官
の
指
示
を
受
け
て
荘
戸
を
直
接
管
理
し
、
荘
租
を
徴
収
し
て
い
た
と
い
う
が
69
、
同
様
の
存

在
は
『
献
皇
帝
実
録
』
で
も
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。
正
徳
元
年
（
一
五
〇
六
）
四
月
、
官
員
を
派
遣
し
て
各
荘
に
未
納
分
の
禄
米
納
入
を

催
促
す
る
よ
う
求
め
た
長
史
司
の
上
啓
に
対
し
、
興
王
は
、
催
促
す
る
の
は
よ
い
け
れ
ど
も
、
人
を
遣
れ
ば
額
外
の
取
り
立
て
に
よ
っ
て

騒
動
を
起
こ
し
、
佃
民
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
見
合
わ
せ
て
い
る
70
。
正
徳
八
年
（
一
五
一
三
）
八
月
に
は
、

荘
田
で
は
「
下
人
」
を
き
ち
ん
と
撫
恤
し
、
状
況
を
よ
く
斟
酌
し
て
徴
収
し
、
過
重
に
徴
収
し
て
佃
民
が
怨
み
を
募
ら
せ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
せ
よ
、
あ
え
て
配
下
の
者
を
好
き
放
題
に
さ
せ
、
そ
れ
が
も
と
で
悶
着
を
起
こ
し
、
人
を
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
厳
重

に
処
罰
す
る
と
の
命
令
が
管
荘
官
に
下
さ
れ
て
い
る
71
。
正
徳
九
年
（
一
五
一
四
）
八
月
に
は
、
被
災
田
地
の
面
積
に
つ
い
て
報
告
を
受

は
か

け
た
興
王
が
、
調
査
結
果
に
も
と
づ
く
租
課
減
免
を
命
ず
る
と
と
も
に
、「
小
民
の
敢
え
て
私
に
課
利
を
規
る
者
」
が
発
覚
し
た
ら
、
こ
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は
か

れ
を
処
罰
す
る
と
述
べ
て
い
る
72
。
こ
こ
で
い
う
「
私
に
課
利
を
規
る
者
」
と
は
、
お
そ
ら
く
は
租
課
徴
収
の
過
程
に
介
在
し
、
水
増
し

徴
収
に
よ
っ
て
私
利
を
得
よ
う
と
す
る
者
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
か
ら
、
管
荘
官
と
佃
民
と
の
あ
い
だ
に
存
在
し
た
者
た
ち
に
よ
る
不
当

な
取
り
立
て
が
、
し
ば
し
ば
「
人
を
害
す
る
」
事
態
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
興
王
に
も
問
題
と

し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
『
献
皇
帝
実
録
』
と
い
う
史
料
に
記
さ
れ
る
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
た
、
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

実
際
に
過
重
徴
収
が
断
罪
さ
れ
、
管
荘
を
免
ぜ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
正
徳
六
年
（
一
五
一
一
）
十
月
、
北
湖
荘
の
租
課
が
減
免
さ

れ
た
。『
承
天
大
誌
』
の
「
恩
澤
紀
」
は
そ
の
事
実
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
が
73
、『
献
皇
帝
実
録
』
に
よ
れ
ば
「
総
小
甲
」
な
る
立
場
の

者
が
私
怨
に
よ
っ
て
毎
年
の
租
課
を
過
重
に
報
告
し
、
佃
戸
も
ま
た
そ
の
額
を
支
払
っ
て
い
た
が
、
佃
戸
金
賛
ら
の
告
発
を
受
け
て
所
司

が
調
査
し
た
結
果
、
彼
を
罪
に
坐
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
過
重
徴
収
分
も
追
徴
し
た
た
め
、
佃
民
は
快
哉
を
叫
ん
だ
と
い
う
74
。
そ

の
翌
月
に
は
、
や
は
り
焦
山
荘
の
「
小
甲
」
と
さ
れ
る
陳
俊
な
る
者
が
、
佃
民
に
害
を
お
よ
ぼ
し
、
過
重
に
租
課
を
徴
収
し
た
こ
と
を
理

由
に
革
役
と
な
っ
て
い
る
75
。

以
上
の
よ
う
に
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
が
あ
ま
り
に
断
片
的
で
、
十
分
に
つ
ま
び
ら
か
な
像
を
結
ぶ
も
の
で
は
な

い
。
た
だ
、
興
王
を
し
て
「
た
び
た
び
訓
戒
を
与
え
て
い
る
」
と
言
わ
し
め
る
状
況
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
右
の
数
例
の
み
に
照
ら
し
て

も
、
た
し
か
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
史
料
の
性
格
か
ら
し
て
、
理
想
的
な
藩
王
像
を
示
す
べ
く
、
佃
民
に
対
す
る
不
正
を
強
調
す

る
こ
と
で
、
そ
の
禁
絶
に
意
を
尽
く
す
興
王
の
姿
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
面
も
な
い
で
は
な
か
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
管
荘
官
お
よ
び

彼
ら
と
佃
民
と
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
者
に
よ
る
荘
田
経
営
・
租
課
徴
収
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
興
王
府
に
お
い
て
数
の
上
で
も
少
な
か

ら
ず
生
じ
、
か
つ
根
深
く
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

右
の
よ
う
に
、
興
王
の
慈
悲
深
さ
を
強
調
す
べ
く
、
管
荘
官
の
不
正
・
横
暴
に
虐
げ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
描
か
れ
る
王
府
荘
田

の
佃
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま
た
必
ず
し
も
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
ひ
と
く
く
り
に
で
き
な
い
面
が
あ
っ
た
。
前
章
で
触
れ
た
萬
曆
『
湖
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廣
總
志
』
の
撰
者
は
、
堤
防
修
築
計
画
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
「
尤
も
甚
だ
し
」
い
の
は
「
官
荘
の
佃
民
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
た
が
、
彼
ら
の
具
体
像
に
多
少
な
り
と
も
迫
る
手
が
か
り
に
な
る
記
事
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
徳
八

年
五
月
丁
丑
（
十
日
）
条
に
は
、「
安
陸
州
民
」
と
さ
れ
る
習
友
徳
な
る
人
物
が
「
官
田
を
領
種
す
」
す
な
わ
ち
王
府
荘
田
を
耕
作
す
る

に
あ
た
り
、
租
課
納
入
の
便
宜
の
た
め
に
批
を
発
給
す
る
よ
う
願
い
出
て
き
た
の
に
対
し
、
興
王
は
こ
れ
を
許
可
し
、
か
つ
租
課
を
減
ず

る
よ
う
所
司
に
命
じ
た
と
あ
る
76
。
納
租
の
た
め
の
批
文
を
求
め
る
と
い
う
請
願
内
容
に
く
わ
え
、
荘
田
を
耕
作
す
る
と
言
い
な
が
ら
、

本
史
料
に
頻
出
す
る
「
佃
民
」
と
書
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
推
す
に
、
習
友
徳
は
こ
の
と
き
に
荘
田
の
佃
戸
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

お
さ

か
と
思
わ
れ
る
。「
其
の
斂
む
る
所
を
薄
く
す
」
る
と
い
う
の
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
開
発
に
か
か
る
負
担
を
理
由
と
す
る
減
免
措
置

を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
習
友
徳
の
ケ
ー
ス
は
興
王
府
へ
の
田
土
投
献
│
│
往
々
に
し
て
税

役
負
担
を
逃
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
│
│
の
例
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
77
。

ま
た
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
六
、
正
徳
七
年
閏
五
月
戊
寅
（
五
日
）
条
に
は
、
城
北
湖
荘
は
土
地
が
低
湿
で
あ
り
、
耕
作
が
難
し

い
と
し
て
、
租
の
減
額
を
求
め
た
王
儼
な
る
佃
民
の
請
願
に
対
し
、
興
王
は
「
こ
の
地
は
い
ず
れ
も
地
勢
が
高
い
た
め
に
、
か
つ
て
減
免

し
た
と
聞
い
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
王
儼
の
要
請
を
受
け
て
、
さ
ら
に
二
分
を
免
除
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
78
。
事
の
経
緯
や
周

辺
の
状
況
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
術
は
持
た
な
い
が
、
か
つ
て
地
勢
が
高
い
と
い
っ
て
減
免
を
受
け
た
土
地
に
つ
い
て
、
今
度
は
低
湿
で

あ
る
と
い
う
真
逆
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
の
願
い
出
と
も
興
王
が
許
可
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
や
不
可

解
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
裏
で
何
ら
か
の
不
正
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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三
．
興
王
府
と
地
方
官
府

第
一
章
で
述
べ
た
嘉
靖
初
年
の
改
編
・
改
称
に
至
る
ま
で
、
興
王
府
所
在
地
に
置
か
れ
て
い
た
地
方
官
府
は
、
文
官
の
そ
れ
は
安
陸
州

と
附
郭
の
鍾
祥
県
で
あ
り
、
武
官
の
そ
れ
と
し
て
安
陸
衛
が
あ
っ
た
。
既
述
の
と
こ
ろ
で
は
水
害
・
飢
饉
の
際
の
賑
恤
に
あ
た
っ
て
、
後

述
す
る
と
こ
ろ
で
は
水
利
工
事
の
施
行
に
際
し
て
も
、
興
王
府
か
ら
こ
れ
ら
の
官
府
に
指
示
や
働
き
か
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
先
に
引
い
た
萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
が
伝
え
る
よ
う
に
、
堤
防
修
築
を
め
ぐ
っ
て
、
王
府
と
文
武
の
各
官
府
の
あ
い
だ
で
往
々

に
し
て
負
担
の
押
し
つ
け
あ
い
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
王
府
と
地
方
官
府
と
の
関
係
に
少
な
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
朝
は
王
府
に
よ
る
土
地
と
人
民
の
支
配
を
許
さ
ず
、
必
要
経
費
を
分
封
地
の
地
方
官

府
の
責
任
に
お
い
て
支
給
す
る
食
封
制
を
採
用
し
た
の
に
く
わ
え
、
弘
治
年
間
ま
で
に
は
宗
室
が
許
可
な
く
封
城
を
離
れ
る
こ
と
を
禁

じ
、
就
業
・
婚
姻
を
も
厳
し
く
制
限
す
る
藩
禁
体
制
が
確
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
宗
藩
は
ほ
と
ん
ど
封
城
に
蟄
居
す
る
徒
食
集
団
と
化

し
、
時
代
の
経
過
に
と
も
な
う
宗
室
人
口
の
増
加
は
、
禄
糧
欠
乏
に
よ
る
下
級
宗
室
の
貧
困
化
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
王
府
所
在
地
の

地
方
社
会
に
も
極
め
て
重
い
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
79
。

こ
う
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
『
献
皇
帝
実
録
』
で
目
に
つ
く
こ
と
の
ひ
と
つ
に
兵
士
の
困
窮
が
あ
る
。「
軍
校
の
貧
な
る
者
」
や
「
貧

乏
な
る
を
以
っ
て
賑
済
を
乞
う
」
な
ど
と
直
截
に
書
か
れ
て
い
る
兵
士
に
は
、
飢
饉
の
際
な
ど
に
し
ば
し
ば
穀
物
支
給
が
な
さ
れ
て
い

る
80
。
弘
治
十
四
年
（
一
五
〇
一
）
五
月
に
は
家
畜
の
飼
育
や
王
城
の
守
備
・
宿
衛
を
担
当
す
る
群
牧
所
の
兵
士
が
亡
く
な
っ
た
が
、
彼

は
貧
し
さ
の
あ
ま
り
棺
す
ら
買
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
興
王
は
た
だ
ち
に
銀
を
出
し
て
棺
を
支
給
し
て
や
る
と
と
も
に
、
以
後
、
武
官
と
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そ
の
家
族
や
兵
士
で
葬
儀
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
費
用
を
援
助
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
81
。

あ
く
ま
で
王
府
側
の
認
識
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
棺
す
ら
買
え
な
い
ほ
ど
に
兵
士
が
困
窮
し
、
そ
の
俸
禄
は
地
方
官
府
の
支
給
に
よ

る
の
が
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
遅
配
の
解
消
を
求
め
る
先
は
安
陸
州
な
い
し
湖
広
の
地
方
官
府
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

正
徳
十
四
年
（
一
五
一
九
）
二
月
、「
小
旗
」
の
董
鑑
ら
が
長
期
に
わ
た
る
月
糧
の
欠
配
を
訴
え
て
い
る
。
彼
ら
は
「
儀
衛
等
の
司
所
」

の
所
属
と
見
え
る
が
、
儀
衛
司
は
長
史
司
に
属
し
て
侍
衛
や
儀
仗
を
つ
か
さ
ど
る
部
署
82
、
ま
た
小
旗
も
兵
卒
十
人
の
長
で
あ
る
。
訴
え

を
受
け
た
興
王
は
長
史
司
に
対
し
、
巡
撫
・
巡
按
御
史
か
ら
布
政
使
司
お
よ
び
管
糧
・
分
巡
・
分
守
各
道
の
官
に
「
移
文
」
す
な
わ
ち
文

書
を
送
り
、
安
陸
州
に
支
給
を
催
促
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
83
。

管
荘
の
任
に
あ
た
っ
た
「
旗
校
」
す
な
わ
ち
総
旗
・
小
旗
お
よ
び
校
尉
の
素
質
低
下
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る

が
84
、『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
八
、
正
徳
二
年
七
月
己
未
（
十
八
日
）
条
で
は
、
興
王
府
に
も
何
か
と
揉
め
事
を
起
こ
し
て
小
民
を

虐
げ
る
軍
校
が
い
る
と
し
て
、
告
示
を
出
し
て
禁
止
し
、
か
つ
警
備
に
あ
た
る
千
戸
に
対
し
て
毎
日
八
名
の
校
尉
に
四
門
を
見
回
ら
せ
る

よ
う
命
ず
る
ほ
か
、
酒
を
飲
ん
で
ほ
し
い
ま
ま
に
悪
事
を
働
き
、
強
き
を
た
の
ん
で
弱
い
者
い
じ
め
を
す
る
者
は
、
す
ぐ
に
捕
縛
し
て
長

史
司
に
送
り
、
長
史
司
の
属
下
で
刑
獄
と
治
安
を
つ
か
さ
ど
る
審
理
所
に
監
禁
し
て
懲
ら
し
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
85
。
こ
の
よ
う
な
者

た
ち
の
抗
議
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
王
府
内
で
抑
え
る
の
は
か
な
り
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
五
、

弘
治
十
三
年
四
月
甲
申
朔
（
一
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
月
糧
欠
配
が
長
期
化
し
、
兵
士
た
ち
が
直
接
、
安
陸
州
衙
門
に
出
向
い
て
支
給
を
訴

え
る
こ
と
が
常
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
に
は
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
て
州
当
局
者
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
者
も
い
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
で

は
、
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
な
兵
士
た
ち
の
行
動
に
対
し
て
、
興
王
は
取
締
り
や
処
罰
を
き
び
し
く
す
る
よ
う
命
じ
た
と
あ

る
86
。
大
規
模
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）
六
月
、
以
前
よ
り
未
払
い
と
な
っ
て
い
た
人
夫
の
工
賃
分
の
銀
両
を
貧

窮
す
る
王
府
の
軍
校
に
支
給
し
て
ほ
し
い
と
安
陸
州
か
ら
願
い
出
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
興
王
は
、
安
陸
州
の
民
も
苦
し
ん
で
い
る
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折
、
王
府
の
兵
士
の
こ
と
は
自
分
で
何
と
か
す
る
の
で
、
当
該
の
銀
両
は
州
に
返
却
し
、
小
民
に
支
給
さ
せ
る
よ
う
述
べ
て
い
る
87
。
王

府
の
兵
士
の
困
窮
と
と
も
に
、
安
陸
州
に
も
「
旧
逋
」
つ
ま
り
王
府
へ
の
支
払
い
を
滞
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
官
府
の
側
の
台
所

事
情
も
ま
た
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正
徳
元
年
（
一
五
〇
六
）
十
月
に
も
、
公
務
に
お
も
む
く
王
府
官
と
同
行
の
兵

ほ
し
い
ま
ま

士
に
対
し
、
距
離
や
日
数
に
応
じ
た
旅
費
を
支
払
う
よ
う
興
王
が
承
奉
司
に
指
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
擅
に
有
司
の
廩

を

受
け
、
地
方
を
騷
擾
す
る
を
許
さ
ず
」
す
な
わ
ち
地
方
官
府
か
ら
み
だ
り
に
金
品
酒
食
を
せ
び
り
、
出
先
で
騒
ぎ
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
88
。
そ
も
そ
も
王
府
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
史
料
に
ま
で
こ
う
し
た
記
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
安
陸
州
は
じ
め
地
方
官
府
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
動
き
は
『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
述
以
上
に
頭
の
痛
い
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ

て
い
た
に
相
違
な
い
。

正
徳
九
年
（
一
五
一
四
）
二
月
の
記
事
と
し
て
、
旧
口
荘
の
民
と
さ
れ
る
蕭
虎
な
る
者
が
上
啓
し
、
駅
伝
を
管
轄
す
る
官
が
「
生
民
を

激
変
」
し
て
い
る
と
し
て
、
役
務
の
免
除
を
興
王
に
求
め
た
と
い
う
。
細
か
な
事
情
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
字
面
の
み
か
ら
推

す
に
、
お
そ
ら
く
佃
民
が
騒
ぎ
を
起
こ
す
に
至
る
ほ
ど
に
駅
伝
関
係
の
賦
課
が
過
重
だ
と
訴
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
興
王

は
、
小
民
に
過
重
な
役
務
を
課
す
こ
と
は
彼
ら
を
逃
亡
に
追
い
こ
む
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
の
役
務
の
割
当
て
に
は
定
額
が
設
定
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
荘
田
の
民
に
ま
で
負
担
の
し
わ
寄
せ
が
お
よ
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
分
巡
官
に
し
か
る

べ
き
対
応
を
指
示
す
る
文
書
を
送
る
よ
う
命
じ
て
い
る
89
。
地
方
官
府
と
の
あ
い
だ
で
、
王
府
の
兵
士
ば
か
り
で
な
く
荘
田
の
佃
民
が
か

か
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
生
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
民
政
を
管
轄
す
る
地
方
官
府

と
そ
れ
と
は
系
統
を
異
に
す
る
王
府
と
が
並
立
し
、
と
も
す
れ
ば
双
方
の
所
轄
区
分
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
状
況
を
意
図
的
・
積
極

的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
民
の
存
在
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

興
王
府
と
地
方
官
府
と
は
裁
判
に
お
い
て
も
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
た
。
弘
治
十
一
年
（
一
四
九
八
）
七
月
に
長
史
司
に
対
し
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て
出
さ
れ
た
興
王
の
命
令
で
は
、
王
府
に
も
「
州
衛
の
軍
民
と
闘
訟
」
す
る
者
が
い
る
が
、「
所
司
」
に
拘
留
・
尋
問
さ
せ
る
際
に
は
、

長
期
に
わ
た
っ
て
拘
留
し
て
執
拗
に
訊
問
し
た
り
、
み
だ
り
に
無
辜
の
者
を
巻
き
こ
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
90
。

長
史
司
へ
の
命
令
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
所
司
」
は
お
そ
ら
く
は
王
府
内
の
司
法
担
当
部
署
た
る
審
理
所
、
あ
る
い
は
長

史
司
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
そ
の
「
執
問
」
な
い
し
「
長
繋
偏
訊
」
を
受
け
る
の
も
、
一
義
的
に
は
王
府
関
係
者
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
彼
と
係
争
し
て
い
る
安
陸
州
・
安
陸
衛
の
管
轄
下
に
あ
る
軍
民
に
ま
で
「
濫
り
に
及
ぶ
」
こ

と
、
は
た
し
て
皆
無
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
記
事
か
ら
は
、
王
府
の
管
轄
下
に
な
い
軍
民
と
訴
訟
沙
汰
に
な
っ
て

い
る
王
府
関
係
者
の
存
在
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。

地
方
官
府
に
対
し
て
興
王
府
か
ら
の
働
き
か
け
が
な
さ
れ
る
場
合
、
多
く
は
「
移
文
」
つ
ま
り
文
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ

が
、
地
方
官
が
行
う
裁
判
に
王
府
官
が
直
接
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
事
も
『
献
皇
帝
実
録
』
に
は
散
見
さ
れ
る
。
弘

治
十
六
年
（
一
五
〇
三
）
六
月
、
焦
山
荘
の
佃
戸
と
さ
れ
る
胡
韶
震
な
る
者
が
「
豪
民
が
土
地
争
い
で
恨
み
を
抱
き
、
誣
告
し
て
き
た
」

と
訴
え
、
こ
れ
が
管
荘
官
よ
り
上
啓
さ
れ
た
。
興
王
の
睿
旨
で
は
、
田
地
に
つ
い
て
は
帳
簿
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
て
租
課
を

納
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
実
情
を
隠
匿
し
て
訴
え
を
で
っ
ち
上
げ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
巡
撫
・
巡
按
御
史
以

下
、
関
係
す
る
民
政
部
門
の
官
に
文
書
を
送
り
、
王
府
の
担
当
官
と
一
緒
に
公
平
に
審
問
さ
せ
る
よ
う
長
史
司
に
命
じ
て
い
る
91
。
巡
撫

以
下
の
各
官
へ
の
「
移
文
」
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
胡
韶
震
が
告
発
し
た
「
豪
民
」
は
地
方
官
府
の
所
轄
下
に
あ
る
民

と
も

で
あ
っ
た
と
思
し
い
が
、
そ
の
裁
判
の
過
程
で
「
本
府
の
委
官
と
同
に
、
公
に
従
い
て
会
問
す
」
る
こ
と
、
つ
ま
り
王
府
官
が
民
政
部
門

の
官
僚
と
と
も
に
裁
判
に
あ
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

興
王
府
と
地
方
官
府
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
王
府
禄
糧
を
折
銀
支
給
す
る
際
の
換
算
率
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

禄
糧
を
本
色
（
現
物
）
も
し
く
は
折
色
（
鈔
や
銀
で
代
替
）
の
い
ず
れ
で
支
給
す
る
か
、
そ
の
場
合
の
比
率
や
換
算
率
を
ど
う
す
る
か
と
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い
う
こ
と
は
、
種
々
の
不
正
や
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
も
な
っ
て
お
り
、
制
度
改
定
も
た
び
た
び
行
わ
れ
た
92
。
布
目
潮
渢
氏
に
よ
れ
ば
、

禄
糧
の
折
銀
支
給
は
早
い
と
こ
ろ
で
は
弘
治
年
間
よ
り
、
一
般
に
は
嘉
靖
年
間
よ
り
始
ま
る
と
さ
れ
、
ま
た
湖
広
で
は
嘉
靖
六
年
（
一
五

二
七
）
以
前
に
楚
府
の
み
は
折
銀
さ
れ
て
い
た
が
、
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
以
後
は
湖
広
全
体
に
わ
た
っ
た
と
い
う
。
そ
の
根
拠
と
さ

れ
て
い
る
の
は
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
七
、
嘉
靖
八
年
十
一
月
辛
酉
（
二
十
九
日
）
条
に
見
え
る
湖
広
巡
撫
朱
廷
声
の
上
奏
に
対
す
る

戸
部
の
覆
議
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
親
王
以
下
の
各
ラ
ン
ク
に
応
じ
た
一
石
ご
と
の
換
算
率
が
記
さ
れ
、
親
王
は
銀
七
銭
六
分
三
釐
と
定
め

ら
れ
て
い
る
93
。
こ
れ
は
萬
曆
『
大
明
會
典
』
に
も
「〔
嘉
靖
〕
八
年
題
准
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
94
、
中
央
政
府
レ
ベ
ル
で
依

拠
す
べ
き
前
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
『
明
世
宗
實
錄
』
当
該
条
に
は
、
右
の
換
算
率
に
つ
い
て
「
楚
府
の
則
例
の
如
く
」
と
あ
る
の
み
で
、
布
目
氏
が
い
う
嘉
靖

六
年
（
一
五
二
七
）
以
前
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
親
王
に
つ
い
て
は
毎
石
銀
七
銭
六
分
三
釐
と
い
う
率
そ
の
も
の

は
、
嘉
靖
五
年
（
一
五
二
六
）
正
月
の
段
階
で
湖
広
巡
撫
の
黄
衷
が
「
已
に
定
め
て
則
例
と
為
る
」
と
述
べ
て
お
り
95
、
こ
れ
以
前
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
関
連
す
る
記
事
が
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
四
、
正
徳
十
一
年
二
月
戊
午
（
七

日
）
条
に
、

巡
撫
湖
廣
都
御
史
秦
金
行
部
、
至
安
陸
朝
見
。
帝
親
侍
賜
、
仍
賜
通
鑑
節
要

內
外
科
等
醫
書
。
帝
自
就
封
以
來
、
諸
郡
邑
解
納
祿

米
、
止
折
收
銀
七
錢
六
分
三
釐
例
外
、
無
分
毫
橫
取
。
至
是
、
金
遂
奏
、
下
爲
諸
藩
式
。

巡
撫
湖
広
都
御
史
の
秦
金
が
官
僚
の
考
課
の
た
め
に
巡
回
し
、
安
陸
に
来
て
興
王
に
朝
見
し
た
。
興
王
は
み
ず
か
ら
謁
見
を
賜
い
、

『
通
鑑
節
要
』
と
内
外
科
の
医
書
を
下
賜
し
た
。
興
王
は
就
藩
し
て
よ
り
、
お
よ
そ
州
県
が
納
め
る
禄
米
は
、
た
だ
通
例
の
銀
七
銭

六
分
三
釐
に
換
算
す
る
ほ
か
に
は
、
分
毫
た
り
と
も
不
当
に
受
領
し
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
秦
金
は
つ
い
に
上
奏
し
、〔
裁
可
を
得
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て
〕
発
下
さ
れ
、
諸
藩
で
も
定
例
と
な
っ
た
。

と
あ
り
、
興
王
と
の
謁
見
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
巡
撫
秦
金
の
上
奏
が
毎
石
銀
七
銭
六
分
三
釐
と
い
う
数
字
の
根
拠
と
な
っ
た

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
96
。
秦
金
は
正
徳
九
年
（
一
五
一
四
）
十
一
月
よ
り
正
徳
十
五
年
（
一
五
二
〇
）
十
一
月
ま
で
湖
広
巡

撫
に
在
任
し
、
在
任
中
の
文
書
を
ま
と
め
た
『
安
楚
錄
』
十
巻
が
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
右
に
対
応
す
る
記
事
を
見
出
せ
て
は
い
な
い
。

た
だ
、
こ
の
数
字
が
出
て
く
る
の
が
嘉
靖
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
『
会
典
』
に
「
題
准
」
と
し
て
記
さ
れ
、
一
地
方

に
と
ど
ま
ら
な
い
範
囲
で
適
用
さ
れ
る
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
く
わ
え
、
何
事
に
つ
け
実
父
の
言
動
を
規
範
化
し
よ
う
と

す
る
世
宗
の
姿
勢
を
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、『
献
皇
帝
実
録
』
が
伝
え
る
よ
う
に
、
興
王
府
で
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
換
算
率
に
も
と

づ
い
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

四
．
興
王
府
と
水
利

現
在
の
湖
北
省
鍾
祥
市
に
あ
た
る
安
陸
は
、
長
江
と
漢
江
の
堆
積
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
江
漢
平
原
の
北
端
に
位
置
す
る
。
安
陸

の
附
近
は
漢
江
上
流
か
ら
の
水
勢
の
衝
撃
を
強
く
受
け
て
堤
防
決
壊
の
危
険
が
大
き
く
、
か
つ
こ
こ
で
決
壊
す
る
と
、
さ
ら
に
下
流
の
低

地
部
に
ま
で
氾
濫
が
広
が
り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
田
地
・
家
屋
が
水
没
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
地
は
漢
江
の
堤
防
管
理

に
お
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
地
点
と
な
っ
て
い
た
。

江
漢
平
原
に
は
多
数
の
沼
湖
・
水
道
が
参
集
し
て
お
り
、
夏
季
の
増
水
に
と
も
な
う
余
水
は
こ
れ
ら
に
収
納
さ
れ
た
が
、
そ
の
機
能
に

は
限
界
が
あ
っ
た
。
増
水
に
よ
る
水
害
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
瀕
江
辺
湖
の
低
地
を
用
益
化
す
べ
く
築
か
れ
た
の
が
「
垸
」「
垸
隄
」
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と
よ
ば
れ
る
水
利
施
設
で
あ
っ
た
。
囲
岸
・
囲
隄
の
構
築
に
よ
っ
て
一
定
の
土
地
を
囲
い
こ
み
、
そ
の
内
部
を
排
水
す
る
こ
と
で
土
地
用

益
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
鍾
祥
以
下
の
漢
江
流
域
で
は
、
沿
岸
地
域
お
よ
び
接
連
す
る
一
帯
の
低
窪
地
方
を
ふ
く
め

て
、
両
岸
の
土
性
が
や
わ
ら
か
で
あ
っ
た
関
係
上
、
江
水
の
氾
濫
を
防
止
す
る
堤
防
の
安
全
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
り
、
垸
隄
は
そ
の
決

壊
に
備
え
る
予
備
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
97
。

興
王
府
に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
開
発
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
示
し
た
「
教
民
務
本
事
宜
」
第
五
条
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
収
穫
の
な
い
低
湿
地
は
浚
渫
し
て
水
害
を
防
ぎ
、
漢
江
の
水
勢
が
激
し
く
水
没
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
堤
防
を
築
く

ほ
か
、
か
つ
て
溜
池
や
湖
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
耕
地
化
す
る
と
遊
水
機
能
を
低
下
さ
せ
、
洪
水
時
に
は
か
え
っ
て
水
が
は
げ
し
く
押
し

寄
せ
、
作
物
を
だ
め
に
し
て
し
ま
う
た
め
、
開
発
・
耕
作
を
し
て
は
な
ら
な
い
98
、
と
い
っ
た
内
容
が
方
針
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
安
陸
に
お
け
る
水
利
の
基
本
的
な
状
況
を
端
的
に
物
語
る
。『
献
皇
帝
実
録
』
に
は
個
々
の
堤
防
・
ク
リ
ー
ク
の
整
備
が
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
記
事
も
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
承
奉
司
な
ど
の
王
府
官
府
あ
る
い
は
荘
田
の
佃
戸
の
上
啓
を
受
け
て
、
管
荘
官
な
ど

に
調
査
・
施
工
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
99
。
こ
の
ほ
か
に
も
正
徳
元
年
（
一
五
〇
六
）
六
月
に
は
、
安
陸
州
城
の
西
に
あ
り
、
山

か
ら
流
れ
下
る
水
に
よ
っ
て
壊
れ
て
い
た
板
橋
を
石
橋
に
造
り
か
え
る
の
に
資
金
を
拠
出
し
て
お
り
100
、
正
徳
六
年
（
一
五
一
一
）
二
月

に
は
、
長
史
司
に
対
し
て
、
漢
江
沿
い
の
堤
防
の
破
れ
た
箇
所
の
修
築
と
と
も
に
、
橋
と
渡
し
船
の
整
備
も
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
�
。

『
献
皇
帝
実
録
』
の
記
事
の
多
く
は
、
水
利
工
事
に
あ
た
っ
て
管
荘
官
を
は
じ
め
と
す
る
王
府
官
に
調
査
と
実
施
が
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と

を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
あ
り
よ
う
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）
大

水
害
の
と
き
の
も
の
だ
が
、
発
生
翌
月
の
六
月
に
は
、
耕
作
し
て
い
る
人
戸
を
「
起
倩
」
し
て
堤
防
修
理
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
、
食
糧
の

な
い
者
に
は
こ
れ
を
支
給
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
�
。
と
こ
ろ
が
同
年
九
月
に
承
奉
司
に
命
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
決
壊
し
た

堤
防
は
佃
民
が
自
力
で
修
理
す
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
大
水
害
に
よ
る
凶
作
で
他
所
に
食
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
状
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況
で
は
、
と
て
も
そ
ん
な
余
力
は
な
い
と
し
て
、
各
荘
田
の
管
荘
官
が
典
宝
所
か
ら
銀
両
を
受
け
取
り
、
そ
れ
で
人
を
雇
っ
て
工
事
を
行

う
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
�
。
こ
れ
な
ど
は
お
そ
ら
く
大
規
模
水
害
時
の
特
別
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
王
府
か
ら
の
銀
両
で
工
事
人
員
を
雇

う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

王
府
が
み
ず
か
ら
動
員
で
き
る
人
員
の
ほ
か
、
安
陸
州
・
安
陸
衛
の
所
轄
下
に
あ
る
軍
民
の
動
員
に
も
、
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
い

る
。
先
引
の
『
献
皇
帝
実
録
』
正
徳
十
一
年
六
月
条
に
も
「
州
衛
に
移
文
し
て
、
軍
民
を
督
率
し
」
云
々
と
あ
る
ほ
か
、
正
徳
九
年
（
一

五
一
四
）
正
月
に
も
、
馬
公
洲
荘
の
堤
防
が
毎
年
崩
壊
し
て
い
る
の
を
受
け
て
、
内
伴
読
の
楊
保
ら
が
州
衛
の
人
員
と
あ
わ
せ
て
修
築
工

事
を
行
う
よ
う
求
め
た
の
に
対
し
、
興
王
は
「
軍
民
に
も
有
益
」
だ
と
述
べ
て
、
州
衛
に
そ
の
旨
の
文
書
を
送
る
よ
う
長
史
司
に
命
じ
て

い
る
。「
州
衛
の
夫
役
と
合
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
府
か
ら
出
す
人
員
に
つ
い
て
は
、
楊
保
が
典
仗
の
劉
海
な
る
者
と
と
も
に
農
閑な

期
の
う
ち
に
人
員
を
集
め
て
工
事
を
行
う
よ
う
命
じ
て
い
る
が
、
そ
の
際
「
下
人
を
禁
輯
し
、
富
を
売
り
て
貧
を
差
し
、
因
り
て
弊
を
作

な

す
を
得
る
こ
と
勿
か
ら
し
め
よ
」
と
特
に
附
言
し
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
�
。「
売
富
差
貧
」
と
は
金
持
ち
か
ら
は
金
銭
を

取
っ
て
役
務
を
免
除
し
、
金
を
払
え
な
い
貧
乏
人
の
み
を
働
か
せ
る
と
の
意
で
あ
る
。
正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）
九
月
の
条
で
も
、
典

な

な

宝
所
の
銀
両
で
工
事
人
員
を
雇
う
に
あ
た
っ
て
、
や
は
り
「
因
り
て
弊
を
作
し
、
故
事
に
虚
応
す
る
を
得
る
毋
か
れ
」
│
│
こ
れ
に
か
こ

つ
け
て
悪
事
を
働
き
、
旧
来
ど
お
り
の
対
応
で
い
い
加
減
に
片
づ
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、

王
府
が
か
か
わ
る
水
利
工
事
に
あ
た
っ
て
往
々
に
し
て
種
々
の
不
正
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鍾
祥
に
お
け
る
堤
防
修
築
と
水
害
に
つ
い
て
、
同
治
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
三
、
山
川
、
隄
防
の
按
語
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
曰
く
、
嘉
靖
以
前
は
県
内
を
流
れ
る
諸
々
の
支
流
も
ふ
さ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
漢
江
の
水
勢
も
殺
ぐ
こ
と
が
で
き
、

堤
防
決
壊
も
少
な
か
っ
た
。
の
ち
に
泥
砂
が
た
ま
る
と
、
軍
民
が
占
拠
し
て
田
地
と
し
た
り
、
堤
防
を
増
築
し
て
水
勢
を
さ
え
ぎ
っ
た
り

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
利
益
を
得
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、
横
暴
を
働
く
こ
と
も
っ
と
も
は
な
は
だ
し
か
っ
た
の
は
皇
荘
の
宦
官
た
ち
で
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あ
っ
た
、
と
�
。
そ
の
上
で
、

明

陽
童
承
敘
之
河
防
、
深
論
濱
漢
客
民
好
攘
荒
地
、
增
客
隄
、
以
致
隄
防
日
壞
之
弊
（
童
承
敘
河
防
志
）、
而
鍾
祥
之
在
前
明
官

莊
之
田
、
此
風
更
劇
。

明
の

陽
の
童
承
叙
の
河
防
〔
志
〕
は
、
漢
江
沿
い
の
客
民
が
荒
地
を
開
拓
し
、
客
隄
を
増
や
し
た
た
め
に
、
堤
防
が
日
増
し
に
壊

れ
て
い
く
弊
害
に
つ
い
て
深
く
論
じ
て
い
る
が
（
童
承
叙
の
河
防
志
）、
鍾
祥
に
お
け
る
明
代
の
王
荘
の
田
で
は
、
こ
の
風
潮
が
さ

ら
に
ひ
ど
か
っ
た
。

と
述
べ
て
、
鍾
祥
に
お
け
る
水
利
・
治
水
状
況
の
悪
化
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
鍾
祥
と
と
も
に
承
天
府
（
清
代
に
は
安
陸
府
）
に
属

し
て
い
た

陽
州
出
身
の
童
承
叙
の
手
に
な
る
「
河
防
志
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

童
承
叙
、
字
は
漢
臣
ま
た
は
士
疇
、
号
は
内
方
、
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
一
）
の
進
士
。
翰
林
院
庶
吉
士
・
編
修
よ
り
国
子
監
司
業
や

詹
事
府
の
左
春
坊
左
庶
子
な
ど
を
歴
任
し
、
一
貫
し
て
い
わ
ゆ
る
儒
臣
の
立
場
に
あ
っ
た
。
嘉
靖
十
三
年
（
一
五
三
四
）
七
月
に
命
ぜ
ら

れ
た
歴
代
の
実
録
・
宝
訓
の
副
本
作
成
に
も
校
録
官
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
�
。
著
作
と
し
て
『
平
漢
錄
』
一
巻
や
『
內
方
先
生
集
』

十
巻
の
ほ
か
、
嘉
靖
十
年
（
一
五
三
一
）
付
の
序
を
附
す
『

陽
志
』
十
八
巻
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
嘉
靖
『

陽
志
』
巻
八
に

収
め
る
「
河
防
志
」
こ
そ
、
同
治
『
鍾
祥
縣
志
』
の
按
語
が
言
及
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
文
章
は
顧
炎
武
『
天
下
郡
國
利
病
書
』
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
�
、
森
田
明
氏
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
、
明
代
、
堤
防
修
築
を
つ
う

じ
た
開
発
が
本
格
化
す
る
の
は
、
お
お
む
ね
成
化
年
間
（
一
四
六
五
│
一
四
八
七
）
以
降
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
具
体
的
な
状
況
に
つ

い
て
も
、
当
時
、
客
民
は
安
価
な
閑
田
隙
土
を
求
め
て
流
入
し
、
開
墾
に
よ
っ
て
定
着
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
彼
ら
が
獲
得
し
た
土
地
は
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い
ず
れ
も
河
流
沼
湖
に
瀕
し
た
用
益
上
堤
防
を
必
須
と
す
る
湖
田
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
湖
田
は
造
成
に
要
す
る
労
力
の
関
係
上
、
通
例

は
一
定
期
間
免
税
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
課
税
さ
れ
た
と
し
て
も
低
額
で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
件
が
客
民
の
移
住
を
促
進
し
、
彼
ら
が
土
着

民
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
�
。『
献
皇
帝
実
録
』
に
も
、
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た

馬
灘
臨
河
荘
の
佃
民
に
よ
る

租
課
減
免
の
上
啓
を
受
け
て
、
興
王
が
「
い
ま
水
没
し
た
土
地
は
租
課
免
除
の
対
象
外
な
の
で
、
小
民
ば
か
り
が
害
を
こ
う
む
っ
て
い
る

が
、
河
土
が
堆
積
し
て
で
き
た
肥
沃
な
と
こ
ろ
は
官
司
が
こ
れ
を
把
握
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
土
豪
だ
け
が
利
を
得
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
伝

え
ら
れ
る
�
。
こ
こ
で
い
う
「
土
豪
」
が
客
民
だ
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
が
、
官
が
把
握
せ
ず
に
課
徴
対
象
か
ら
は
ず
れ
て
い
る

新
た
な
土
地
を
得
た
者
と
、
以
前
よ
り
租
課
を
負
担
し
て
き
た
土
着
の
「
小
民
」
と
の
不
均
衡
と
い
う
構
図
は
、
こ
の
記
事
か
ら
も
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
童
承
叙
の
議
論
に
は
い
ま
ひ
と
つ
重
要
な
論
点
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
外
来
の
「
佃
民
估
客
」
が
湖
田
を

購
入
・
開
発
し
、
税
役
の
減
免
措
置
を
利
用
し
な
が
ら
富
強
と
な
る
と
、
さ
ら
に
堤
防
を
増
築
し
て
土
地
集
積
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
述

べ
た
上
で
、
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で
、

民
田
稅
多
徭
重
、
丁
口
單
寡
、
其
隄
壞
者
、
多
不
能
復
修
。
雖
院
必
有
長
�
、
以
統
丁
夫
主
修
葺
、
然
法
久
弊
滋
、
修
或
不
以
時
、

故
土
未
堅
實
、
丁
夫
或
非
其
數
、
故
工
尚
鹵
莽
。
夫
院
益
多
、
水
益
迫
、
客
隄
益
高
、
主
隄
益
卑
。
故
水
至
不
得

緩
、
湍
怒
迅

激
、
勢
必
衝
嚙
、
主
隄
先
受
其
害
。
由
是
言
之
、
客
非
惟
侵
利
、
且
貽
之
害
也
。

土
着
民
の
田
土
に
は
重
い
税
役
が
課
さ
れ
る
し
、
人
数
も
少
な
い
の
で
、
堤
防
が
壊
れ
て
も
修
復
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
垸
に
は

必
ず
長
が
い
て
、
丁
夫
を
率
い
て
修
理
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
き
を
経
る
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
方
式

の
弊
害
も
多
く
な
り
、
修
理
が
時
宜
に
あ
わ
な
い
が
た
め
に
、
土
が
し
っ
か
り
堅
く
な
ら
な
か
っ
た
り
、
丁
夫
が
足
り
な
い
た
め
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に
、
工
事
が
雑
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
垸
が
多
く
な
れ
ば
、
水
も
そ
の
分
だ
け
迫
っ
て
く
る
し
、
客
民
が
造
成
し
た
堤
防

が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
土
着
民
の
堤
防
は
低
く
な
る
。
だ
か
ら
水
勢
を
ゆ
る
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
激
し
い
勢
い
の
ま
ま
で
流

れ
て
く
れ
ば
、
必
ず
堤
防
に
激
突
し
、
土
着
民
の
堤
防
か
ら
ま
ず
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
客
民
は
利
を
侵

奪
す
る
だ
け
で
な
し
に
、
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
。

と
論
じ
て
い
る
。
垸
隄
の
造
成
を
つ
う
じ
た
客
民
に
よ
る
開
発
の
拡
大
が
、
遊
水
機
能
の
低
下
と
そ
れ
に
と
も
な
う
水
害
の
多
発
を
も
た

ら
す
。
そ
れ
は
税
役
負
担
が
集
中
す
る
土
着
民
に
よ
る
堤
防
の
維
持
・
修
築
を
困
難
に
し
、
主
客
間
の
さ
ら
な
る
格
差
拡
大
を
招
い
て
い

る
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
�
。
こ
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
大
水
害
と
し
て
「
河
防
志
」
は
成
化
十
年
（
甲
午
・
一
四
七
四
）、
弘
治

十
三
年
（
庚
申
・
一
五
〇
〇
）
お
よ
び
正
徳
十
一
年
（
丙
子
・
一
五
一
六
）・
十
二
年
（
丁
丑
・
一
五
一
七
）
の
水
害
を
挙
げ
た
上
で
、

「

陽
の
民
に
と
っ
て
の
弊
害
は
、
成
化
年
間
に
は
じ
ま
っ
て
正
徳
年
間
に
極
ま
り
、
そ
の
傷
跡
は
い
ま
に
至
る
も
ま
だ
回
復
し
て
い
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
�
。

こ
う
し
た
議
論
に
照
ら
し
て
、
興
王
府
に
よ
る
水
利
事
業
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
既
出
の
「
教
民
務
本
事
宜
」
第
五
条
の
ほ

か
「
堤
岸
・
水
路
を
濬
築
す
」・「
水
路
を
開
通
し
、
堤
岸
を
修
築
す
」
る
こ
と
を
求
め
る
上
啓
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
�
、

江
水
の
氾
濫
・
衝
決
の
防
止
を
主
目
的
と
す
る
堤
防
の
み
な
ら
ず
、
土
地
を
囲
い
こ
む
垸
隄
が
存
在
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
ま
た

必
ず
し
も
興
王
府
の
時
期
で
な
い
と
は
い
え
、
嘉
靖
『
興
都
志
』
や
『
承
天
大
誌
』
の
デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
、
荘
田
が
一
貫
し
て
増
加

し
て
い
た
こ
と
に
く
わ
え
、
萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
の
な
か
で
、
遊
水
機
能
を
持
つ
河
川
・
湖
沼
減
少
の
要
因
に
「
官
荘
」
の
拡
大
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
垸
隄
造
成
を
つ
う
じ
た
開
発
に
よ
る
増
加
分
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
童
承
叙
が

「
土
着
民
の
利
益
を
奪
う
の
み
な
ら
ず
、
害
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
」
と
ま
で
言
い
切
っ
た
外
来
の
客
民
が
、
往
々
に
し
て
税
役
の
減
免
措
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置
を
利
用
し
な
が
ら
開
発
を
進
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
王
府
へ
の
投
献
が
彼
ら
に
有
利
な
選
択
肢
と
目
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

は
な
い
。『
献
皇
帝
実
録
』
と
い
う
史
料
に
よ
っ
て
、
湖
広
安
陸
に
お
い
て
最
重
要
と
言
っ
て
も
よ
い
水
利
を
は
じ
め
、
興
王
お
よ
び
そ

の
王
府
に
よ
る
諸
活
動
に
つ
い
て
、
従
来
の
水
準
に
比
せ
ば
多
少
な
り
と
も
具
体
的
な
像
を
得
る
こ
と
は
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
少

な
く
と
も
官
僚
・
士
大
夫
の
手
に
な
る
史
料
に
示
さ
れ
た
彼
ら
の
状
況
認
識
や
利
害
と
は
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は

り
覆
し
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
興
王
府
と
安
陸
の
地
方
社
会
と
の
関
係
の
如
何
を
考
え
る
際
、『
献
皇
帝
実
録
』
に
よ
っ
て
王
府
側
の

諸
々
の
事
柄
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
具
体
的
に
把
握
で
き
る
面
は
た
し
か
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
第
三
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
世
宗
即
位

後
に
『
会
典
』
に
も
記
載
さ
れ
る
に
至
っ
た
毎
石
銀
七
銭
六
分
三
釐
と
い
う
親
王
へ
の
禄
糧
折
銀
率
が
、
も
と
も
と
興
王
府
で
行
わ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
換
算
率
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
国
政
レ
ベ
ル
の
制
度
史
理
解
の
空
白
を
埋
め
る
知
見
と
言
え
よ
う
。
し
か
し

総
じ
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
も
結
局
は
明
代
王
府
に
か
か
わ
る
既
知
の
些
末
な
事
柄
を
い
さ
さ
か
具
体
的
に
示
し
た
だ
け
と
の
感
は
否
め
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
本
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
か
ら
十
分
な
意
義
を
引
き
出
せ
な
い
筆
者
の
力
量
不
足
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
、
政
争
の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
誇
示
せ
ん
が
た
め
、
一
藩
王
で
し
か
な
か
っ
た
実
父
の
言
行
を
皇
帝
の
そ
れ

と
し
て
理
想
化
・
規
範
化
し
て
記
す
と
い
う
本
史
料
の
性
格
は
、
幾
多
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
意
図
的
に
覆
い
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
い
な
し
に
こ
の
史
料
を
読
む
こ
と
を
困
難
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
面
を
指
摘
・
批
判
す
る
官
僚
た
ち
の
言
説
に

も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
き
た
先
行
研
究
の
理
解
に
対
し
て
、
そ
の
相
対
化
な
い
し
克
服
を
試
み
よ
う
と
す
る
際
に
も
、
こ
の
史
料
が
果

明代の興王府と湖広安陸社会 ― ３７８ ―



た
し
て
如
何
ほ
ど
の
力
を
持
つ
か
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
同
様
の
理
由
か
ら
、
は
な
は
だ
心
許
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
筆
者
が
『
献
皇
帝
実
録
』
を
通
読
し
た
か
ぎ
り
、
事
柄
の
取
捨
選
択
や
そ
れ
ら
を
ど
う
記
述
す
る
か
と

い
う
点
は
と
も
か
く
、
本
史
料
の
内
容
が
ま
っ
た
く
架
空
の
絵
空
事
を
並
べ
た
だ
け
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
水

害
・
旱
害
が
頻
発
す
る
安
陸
に
あ
っ
て
、
毎
年
ど
こ
か
の
荘
田
で
租
課
減
免
が
な
さ
れ
る
、
ま
た
貧
民
や
困
窮
す
る
兵
士
に
対
し
て
、
あ

る
い
は
飢
饉
の
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
救
済
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
の
も
、
王
府
の
所
轄
下
で
は
あ
れ
、
そ
こ
に
人
民
が
い
る
か
ら
に
は
、
当

然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
往
々
に
し
て
不
法
な
手
段
で
行
わ
れ
る
土
地
兼
併
、
主
客
間
の
税
役
負
担
の
不
均
衡
、
水
害
の
大
規
模
化

に
つ
な
が
る
開
発
な
ど
、
官
僚
・
士
大
夫
の
手
に
な
る
史
料
で
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
る
問
題
の
存
在
じ
た
い
は
否
定
す
べ
く
も
な
い

が
、
こ
の
地
に
荘
田
を
有
し
、
そ
こ
で
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
以
上
、
垸
隄
の
修
築
は
不
可
欠
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

王
府
こ
そ
が
湖
広
に
お
い
て
増
え
続
け
る
外
来
人
口
の
受
け
皿
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

冒
頭
で
紹
介
し
た
梁
曼
容
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
一
辺
倒
と
言
っ
て
よ
い
先
行
研
究
の
宗
藩
理
解
は
、
間

違
い
な
く
史
料
に
即
し
た
実
証
の
手
続
き
を
経
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
見
た
よ
う
に
、『
明
実
録
』
を
は
じ
め

と
す
る
諸
史
料
に
見
え
る
官
僚
た
ち
の
問
題
提
起
や
各
種
方
志
で
展
開
さ
れ
る
士
大
夫
の
言
説
は
、
王
府
へ
の
非
難
に
満
ち
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
で
指
弾
さ
れ
る
種
々
の
問
題
の
構
図
は
、
官
僚
の
管
轄
下
で
起
こ
っ
て
い
た
諸
問
題
と
く
ら
べ
て
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
だ

ろ
う
か
。
官
府
の
税
役
徴
収
と
て
、
民
と
の
あ
い
だ
に
幾
重
に
も
重
な
る
請
負
の
関
係
を
経
な
け
れ
ば
覚
束
な
か
っ
た
し
、
王
府
だ
け
で

な
く
、
優
免
特
権
を
有
す
る
郷
紳
も
ま
た
投
献
の
有
力
な
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
官
僚
・
士
大
夫
た
ち
が
指
摘
す
る
諸

問
題
の
構
図
は
、
王
府
な
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
明
代
の
田
土
統
計
の
問
題
を
衛
所
制
度
と
か
ら
め
て
論
じ
、「
疆
域
管
理
体
制
の
二
大
系
統
論
」
を
提
起
し
た
の
は

顧
誠
氏
で
あ
る
。
明
の
田
土
統
計
に
お
け
る
異
な
る
ふ
た
つ
の
系
統
の
由
来
を
探
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
戸
部
・
布
政
司
・
府
州
県
と
い
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う
行
政
系
統
と
都
司
・
衛
所
か
ら
な
る
軍
事
系
統
と
い
う
系
統
ご
と
に
田
土
が
管
轄
さ
れ
、
面
積
も
そ
れ
ぞ
れ
に
算
出
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
両
系
統
を
帝
国
全
体
の
疆
域
管
理
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
敷
衍
し
た
議
論
と
言
え
る
�
。「
両
大
系
統
」

の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
顧
氏
の
議
論
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
行
政
と
軍
事
の
二
者
の
み
で
王
府
の
存

在
は
前
面
に
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
、
張
居
正
政
権
下
で
行
わ
れ
た
万
暦
土
地
丈
量
に
つ
い
て
『
山
西
丈
地
簡
明
文
冊
』
を
用
い
て
検
討

し
た
張
海
瀛
氏
は
、
自
身
の
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
行
政
・
軍
事
の
両
系
統
か
ら
す
る
土
地
管
理
と
い
う
顧
氏
の
論
点
が
実
証
さ
れ

る
こ
と
、
さ
ら
に
山
西
の
田
土
と
税
糧
に
つ
い
て
、
行
政
（
山
西
布
政
司
）
と
軍
事
（
山
西
都
司
・
山
西
行
都
司
）
の
ほ
か
に
、
王
府
を

く
わ
え
た
三
系
統
に
よ
り
管
轄
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
�
。

右
の
論
点
、
特
に
張
海
瀛
氏
の
所
説
は
、
あ
く
ま
で
山
西
に
お
け
る
田
土
把
握
と
税
糧
の
管
轄
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
議
論
で
あ
り
、
安

易
に
敷
衍
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
十
分
な
慎
重
さ
を
要
す
る
。
た
だ
、
世
宗
以
下
『
献
皇
帝
実
録
』
編
纂
者
側
の
立
場
や
意
図
を
少
な
か

ら
ず
割
り
引
い
て
も
な
お
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
王
府
の
あ
り
よ
う
と
、
諸
史
料
に
残
さ
れ
た
官
僚
・
士
大
夫
の
興
王
府
批
判
と
を
整
合

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
際
、
顧
氏
・
張
氏
が
説
く
よ
う
な
管
理
系
統
の
違
い
と
い
う
考
え
方
は
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
帝
国
の
行
政
の
大
部
分
│
│
ほ
か
な
ら
ぬ
王
府
禄
糧
の
確
保
と
支
給
も
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
│
│
を
担
っ
て
い
た
の
は
た
し
か
に

官
僚
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
も
ま
た
国
家
機
構
を
構
成
す
る
一
要
素
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
が
属
す
る
系
統
の
な
か
で
独
自
の
利
害
を
有
す
る
存

在
で
あ
っ
た
。
行
政
の
担
い
手
と
し
て
も
、
ま
た
史
料
の
書
き
手
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
言
い
う
る
ほ
ど
に
大
き
な
位
置
を
占

め
る
官
僚
・
士
大
夫
と
い
う
存
在
を
相
対
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
明
と
い
う
帝
国
の
構
造
を
よ
り
複
合
的
に
把
握
す
る
手
が
か
り
が

得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
理
念
上
そ
う
し
た
諸
系
統
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
た
ば
ね
る
の

は
結
局
の
と
こ
ろ
た
だ
皇
帝
の
み
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
構
造
の
不
安
定
さ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
う
し

た
問
題
は
、
あ
く
ま
で
『
献
皇
帝
実
録
』
と
い
う
史
料
に
即
し
て
、
興
王
府
と
安
陸
の
地
方
社
会
と
の
関
係
の
諸
相
を
示
す
こ
と
を
目
的
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と
す
る
本
稿
の
射
程
の
外
に
あ
る
。
す
べ
て
後
考
に
期
す
。

註⑴
『
文
化
史
学
』
七
五
、
二
〇
一
九
年
。
以
下
「
前
稿
」
と
略
記
。

⑵

前
稿
註
⑴
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
大
礼
の
議
」
の
過
程
で
興
王
の
尊
号
は
た
び
た
び
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
、
最
終
的
に
は
「
睿
宗
」
の
廟
号
が
奉

ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
本
稿
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
、
朱
祐

の
こ
と
は
す
べ
て
「
興
王
」
と
称
す
る
。

⑶

沈
德
符
『
萬
曆
野
獲
編
』
巻
二
、
實
錄
難
據

至
於
興
獻
帝
以
藩
邸
追
崇
、
亦
修
實
錄
、
何
爲
者
哉
。
…
…
今
學
士
・
大
夫
有
肯
於
秘
閣
中
、
借
錄
其
册
、
一
展
其
書
者
乎
。
止
與
無
隻
字

同
。

⑷

高
艷
林
「
論
『
大
明
恭
穆
献
皇
帝
実
録
』
的
史
料
価
値
」（『
南
開
学
報
』
一
九
九
八
年
第
三
期
）。

⑸

註
⑷
前
掲
高
艷
林
「
論
『
大
明
恭
穆
献
皇
帝
実
録
』
的
史
料
価
値
」
一
三
│
一
四
頁
。

⑹
『
明
孝
宗
實
錄
』
巻
一
百
五
十
九
、
弘
治
十
三
年
二
月
辛
丑
（
十
七
日
）
条
、
参
照
。
な
お
同
書
巻
一
百
二
十
五
、
弘
治
十
年
五
月
丁
卯
（
二
十

六
日
）
条
に
は
、
興
王
が
赤
馬
野
豬
・
蘆
洑
長
河
の
河
泊
所
を
管
轄
す
る
官
・
吏
を
撤
廃
し
、
王
府
み
ず
か
ら
の
所
轄
に
改
め
る
よ
う
上
奏
し
た

こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
に
は
戸
部
が
反
対
し
、
孝
宗
も
戸
部
の
覆
議
を
裁
可
し
て
い
る
。

⑺

梁
曼
容
「
二
〇
世
紀
以
来
的
中
国
明
代
宗
藩
研
究
」（『
中
国
史
研
究
動
態
』
二
〇
一
九
年
第
四
期
）
四
〇
頁
。

⑻

た
と
え
ば
胡
英
沢
「
晋
藩
与
晋
水
│
│
明
代
山
西
宗
藩
与
地
方
水
利
│
│
」（『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』
二
九
│
二
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

⑼

楊
国
安
「
明
代
万
暦
年
間
湖
広
地
区
土
地
清
丈
与
里
甲
賦
役
調
整
」（
陳
峰
主
編
『
中
国
経
済
与
社
会
史
評
論
二
〇
一
七
年
巻
』
社
会
科
学
文
献

出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
六
頁
。

⑽

更
名
田
と
は
明
代
の
皇
家
・
王
府
・
勲
戚
な
ど
の
荘
田
を
清
初
に
民
田
化
し
た
も
の
。
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
佐
藤
文
俊

『
明
代
王
府
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
三
八
四
│
四
〇
七
頁
、
陳
支
平
『
清
代
賦
役
制
度
演
変
新
探
』（
厦
門
大
学
出
版
社
、
一
九

八
八
年
）
一
六
一
│
二
七
二
頁
を
挙
げ
て
お
く
。

⑾
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
二
十
九
、
嘉
靖
十
年
八
月
辛
丑
（
二
十
日
）
条
。

⑿
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
五
十
、
嘉
靖
四
年
四
月
戊
戌
（
九
日
）
条
。

⒀
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
二
百
二
十
四
、
嘉
靖
十
八
年
五
月
丙
子
（
九
日
）
条
。
な
お
、
新
旧
の
顕
陵
衛
お
よ
び
承
天
衛
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
明
世
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宗
實
錄
』
巻
二
百
六
十
五
、
嘉
靖
二
十
一
年
八
月
壬
辰
（
十
五
日
）
条
に
、

先
是
、
上
以
安
陸
衞
爲
顯
陵
衞
、
拱
護
二
聖
山
陵
。
…
…
後
復
改
荊
州
左
衞
爲
顯
陵
衞
、
…
…
而
顯
陵
衛
復
爲
承
天
衛
、
止
于
皇
城
及
本
城

四
門
防
守
。

と
あ
る
ほ
か
、『
明
史
』
巻
九
十
、
兵
志
二
、
興
都
留
守
司
に
も
、

承
天
衞
、
舊
安
陸
衞
、
嘉
靖
十
八
年
改
。
…
…
顯
陵
衞
、
舊
爲
荊
州
左
衞
、
嘉
靖
十
八
年
改
。

と
見
え
る
。

⒁

金
恩
輝
・
胡
述
兆
主
編
『
中
国
地
方
志
総
目
提
要
』（
漢
美
図
書
有
限
公
司
、
一
九
九
六
年
）
中
冊
、
一
五
│
六
右
。

⒂

同
前
書
、
中
冊
、
一
七
│
一
七
左
お
よ
び
一
七
│
二
五
右
。

⒃

同
前
書
、
中
冊
、
一
七
│
四
六
左
。
こ
れ
に
よ
る
と
現
存
す
る
の
は
康
熙
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
王
格
に
よ
る
『
京
山
縣
志
』
二
十
三
巻
お
よ
び

崇
禎
十
三
年
（
一
六
四
〇
）
刊
の
『
續
志
』
十
二
巻
は
、
い
ず
れ
も
現
存
し
な
い
と
い
う
。

⒄

以
上
、
嘉
靖
『
興
都
志
』
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
朱
志
先
「『
興
都
志
』
与
『
承
天
大
誌
』
纂
修
考
述
」（『
中
国
地
方
志
』
二
〇
一
三
年
第

七
期
）
四
二
│
四
三
頁
を
参
照
。
ま
た
朱
志
先
・
張
霞
「
王
廷
陳
与
『
興
都
志
』
纂
修
考
述
」（『
黄
岡
師
範
学
院
学
報
』
三
一
│
一
、
二
〇
一
一

年
）
で
も
、
王
廷
陳
が
『
興
都
志
』
編
纂
に
関
し
て
諸
人
に
書
き
送
っ
た
書
簡
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
編
纂
に
あ
た

っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
当
該
論
考
、
四
四
頁
に
引
く
帰
有
光
『
震
川
集
』
巻
五
「
題
興

都
志
後
」
に
は
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
嘉
靖
『
興
都
志
』
の
流
伝
に
関
連
し
て
、

太
倉
潘
德
元
爲
承
天
府
同
知
、
以
志
抄
本
見
示
云
、
此
志
後
復
進
呈
、
上
以
手
撥
去
、
禮
部
遂
不
敢
刋
行
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

⒅
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
五
百
二
十
、
嘉
靖
四
十
二
年
四
月
己
未
（
十
二
日
）
条
。

⒆

礼
部
尚
書
兼
翰
林
院
学
士
李
春
芳
等
「
謹
題
爲
懇
乞
聖
明
刊
定
興
都
典
志
、
以
彰
帝
蹟
、
以
隆
聖
孝
事
」（『
承
天
大
誌
』
纂
修
題
奉
聖
斷
章
奏
、

所
収
。
嘉
靖
四
十
二
年
四
月
十
一
日
付
）。

⒇

徐
階
『
世
經
堂
集
』
巻
六
「
修
承
天
大
誌
義
例
」

臣
等
又
惟
、
此
書
既
與
史
異
、
尤
非
誌
比
。
伏
乞
特
賜
定
名
、
昭
揭
徽
美
。

こ
の
上
奏
は
『
承
天
大
誌
』
纂
修
題
奉
聖
斷
章
奏
に
も
「
大
学
士
徐
階
等
謹
題
爲
纂
修
事
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
題
奏
お

よ
び
上
諭
発
下
は
と
も
に
嘉
靖
四
十
二
年
四
月
二
十
五
日
付
と
な
っ
て
い
る
。
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21
『
承
天
大
誌
』
纂
修
題
奉
聖
斷
章
奏

大
學
士
徐
階
等
謹
題
、
…
…
嘉
靖
四
十
三
年
三
月
初
四
日
具
題
。
本
日
奉
聖
旨
、
卿
等
不
肯
擬
上
、
可
名
曰
承
天
大
誌
。

22
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
五
百
五
十
五
、
嘉
靖
四
十
五
年
二
月
甲
戌
（
十
二
日
）
条
。
こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
『
承
天
大
誌
』
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

註
⒄
前
掲
朱
志
先
「『
興
都
志
』
与
『
承
天
大
誌
』
纂
修
考
述
」
四
四
│
四
六
頁
も
参
照
。『
承
天
大
誌
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
費
克
光
著
・
王

玉
祥
訳
「『
承
天
大
誌
』
与
嘉
靖
皇
帝
」（
田
澍
・
王
玉
祥
・
杜
常
順
主
編
『
第
十
一
届
明
史
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二

〇
〇
七
年
、
所
収
）
を
参
照
。

23

同
註
⒆嘉

靖
二
十
一
年
間
、
該
工
部
尚
書
顧
璘
等
纂
進
、
體
例
不
合
、
奉
旨
刪
定
、
已
經
本
部
行
令
該
府
重
纂
、
未
報
、
閲
今
又
二
十
年
。
其
間
聖

製
仙
瑞
、
委
宜
增
入
。

24

大
学
士
徐
階
等
「
謹
題
爲
纂
修
事
」（『
承
天
大
誌
』
纂
修
題
奉
聖
斷
章
奏
、
所
収
。
嘉
靖
四
十
二
年
四
月
十
四
日
奉
聖
旨
）

一
、
臣
等
看
得
、
顧
璘
撰
進
志

、
所
紀
事
實
、
原
奉
聖
旨
謂
其
類
多
差
誤
。
況
今
二
十
餘
年
、
事
之
未
載
者
尚
多
。
合
無
命
禮
部
、
將
前

抄
發
湖
廣
撫
按
官
、
選
委
兩
司
官
素
有
文
學
者
、
詳
査
備
錄
。
續
於
各
款
之
後
、
其
原
紀
差
誤
者
改
正
之
、
遺
漏
者
增
入
之
、
作
速
奏

進
、
以
憑
纂
修
。

25

嘉
靖
『
興
都
志
』
巻
八
、
典
制
八
、
莊
田

古
者
封
建
之
法
、
制
爵
五
等
、
制
祿
三
等
。
其
諸
侯
之
有
功
者
、
取
於
間
田
以
祿
之
、
方
伯
爲
朝
天
子
、
皆
有
湯
沐
之
邑
。
是
常
祿
之
外
、

又
有
賜
予
之
田
也
。
我
國
家
親
王
之
祿
、
不
過
萬
石
、
而
國
之
所
需
、
每
倍
於
此
。
是
以
有
莊
田
之
設
、
訓
農
取
獲
、
以
助
費
出
。
其
厚
薄

多
寡
之
分
、
又
往
往
視
恩
數
以
爲
準
、
亦
不
能
齊
也
。
在
興
都
者
、
隷
於
舊
邸
、
今
謂
之
皇
莊
、
固
先
帝
之
遺
也
、
皇
上
無
替
許
田
之
恩
、

以
致
謹
粢
盛
之
孝
、
因
存
其
故
如
左
。

26

徐
階
『
世
經
堂
集
』
巻
六
「
修
承
天
大
誌
義
例
」

靈
囿
之
闢
、
詠
於
周
詩
、
土
田
之
錫
、
歌
於
魯
頌
。
我
獻
皇
苑
囿
之
遺
、
聖
跡
存
焉
。
莊
田
之
留
、
先
業
永
焉
。
皇
上
以
上
林
爲
苑
、
以
天

下
爲
田
、
於
此
猶
綣
綣
莫
之
忘
、
大
孝
不
匱
之
一
也
。

27

徐
階
『
世
經
堂
集
』
巻
六
「
修
承
天
大
誌
義
例
」

今
事
係
興
都
、
固
不
宜
紬
金
櫃
・
石
室
之
書
、
備
載
謨
烈
、
以
盡
同
於
國
史
、
而
義
專
皇
迹
、
尤
不
宜
采
秩
官
・
謡
俗
之
類
、
泛
及
瑣
細
、

以
下
同
於
郡
誌
。
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『
承
天
大
誌
』
纂
修
凡
例

一
、
承
天
星
野
・
疆
域
・
建
置
・
官
署
等
項
、
皆
郡
邑
之
事
。
以
此
書
不
敢
下
同
於
郡
誌
故
、
不
書
。

28

施
正
康
「
明
代
南
方
的
安
陸
皇
荘
」（『
明
史
研
究
論
叢
』
第
三
輯
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
一
一
三
頁
、
張
建
民
『
湖
北
通
史
・
明

清
巻
』（
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
八
三
│
八
四
頁
。
両
氏
と
も
「
収
租
田
地
」
の
デ
ー
タ
の
み
を
畝
未
満
を
切
り
捨
て
た
形
で

提
示
し
て
い
る
。

29

王
毓
銓
「
明
代
的
王
府
荘
田
」
附
録
三
「
承
天
大
誌
・
苑
田
紀
・
荘
田
」（『
王
毓
銓
史
論
集
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）
上
冊
、
五
二

五
│
五
二
六
頁
。
当
該
論
文
の
初
出
は
『
歴
史
論
叢
』
第
一
輯
、
一
九
六
四
年
だ
が
、
初
出
時
点
で
は
『
承
天
大
誌
』
所
載
の
デ
ー
タ
は
収
録
さ

れ
て
お
ら
ず
、
王
氏
の
論
文
集
『
萊
蕪
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
所
収
の
も
の
に
至
っ
て
附
録
三
が
附
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
「
前
記
」

に
も
新
た
な
史
料
を
補
充
し
た
と
あ
り
、
論
文
集
に
ま
と
め
る
段
階
で
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
『
承
天
大
誌
』
の
デ
ー
タ
に
つ
い

て
は
、
註
22
前
掲
費
克
光
「『
承
天
大
誌
』
与
嘉
靖
皇
帝
」
九
二
四
│
九
二
五
頁
で
も
言
及
が
あ
る
。

30

註
28
前
掲
張
建
民
『
湖
北
通
史
・
明
清
巻
』
八
四
頁
。

31

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
四
、
山
川
、
漢
東
諸
水

豐
樂
河
、
源
出
大
洪
山
西
、
北
流
逕
盤
石
嶺
、
灌
田
甚
廣
、
民
賴
以
豐
。

32

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
五
、
郷
市

〔
鍾
祥
縣
〕
西
門
外
有
西
門
街
・
洋
子
市
、
有
上
店
・
下
店
・
豐
樂
河
・
石
牌
・
舊
口
各
一
市
。

乾
隆
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
二
、
郷
市

縣
西
郷
市
、
…
…
朱
家
埠
、
…
…
。

33

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
七
、
郵
傳
、
舖
舍

鍾
祥
縣
。
…
…
西
北
四
舖
、
曰
直
河
、
曰
新
添
、
曰
官
橋
、
曰
豐
樂
、
通
宜
城
。

乾
隆
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
二
、
驛
傳
附

鍾
邑
舖
舍
四
路
。
…
…
北
四
舖
、
…
…
豐
樂
、
去
城
九
十
里
。
通
宜
城
。

34

同
治
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
三
、
山
川

豐
樂
河
…
…
其
地
爲
津
渡
要
口
、
明
代
常
議
設
兵
巡
戍
。

35

註
28
前
掲
施
正
康
「
明
代
南
方
的
安
陸
皇
荘
」
一
一
四
頁
。
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36

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
五
、
郷
市
、
鍾
祥
縣

在
城
南
之
村
、
曰
清
平
・
臺
陂
・
宇
字
・
原
子
・
時
豐
・
歲
稔
。

37

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
七
、
郵
傳
、
舖
舍
、
鍾
祥
縣

西
七
舖
、
曰
河
西
、
曰
鷂
子
、
曰
冷
水
、
曰
百
頃
、
曰
新
市
、
曰
伯
夷
、
曰
七
里
、
通
荊
門
。

乾
隆
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
二
、
驛
傳
附

鍾
邑
舖
舍
四
路
。
…
…
西
七
舖
、
…
…
百
頃
、
去
城
四
十
五
里
。

38

萬
曆
『
承
天
府
志
』
巻
十
九
、
古
蹟
、
鍾
祥
縣

放
鷹
臺
、
楚
王
遊
獵
放
鷹
於
此
。
在
東
四
十
里
藪
澤
之
間
、
四
望
極
目
。

39

萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
註
⒁
前
掲
『
中
国
地
方
志
総
目
提
要
』
中
冊
、
一
七
│
五
右
お
よ
び
註
⑽
前
掲
佐
藤
文
俊
『
明
代
王

府
の
研
究
』
三
四
八
頁
、
註
⑶
を
参
照
。

40

萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
巻
三
十
三
、
水
利
二
、
承
天
府
隄
考
畧

按
、
江
故
道
逼
近
郡○

治○

石○

城○

而
下
。

41

萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
巻
三
十
三
、
水
利
二
、
鍾
祥
縣
堤
考
畧

自
石
城
而
下
、
由
蔡
家
橋
・
板
橋
灣
・
上
下
流
漣
・
馬
公
洲
・
小
河
口
、
以
達
于
南
河
、
迂
迴
三
百
餘
里
、
土
人
總
名
之
曰
紅
廟
堤
、
最
爲

要
害
。
然
嘗
考
之
、
蔡
家
橋
舊
有
口
、
通
二
聖
套
入
湖
、
殺
漢
勢
。
又
有
流
漣
・
金
港
二
口
、
通
枝
河
、
達
赤
馬
野
猪
等
湖
、
由
青
樹
灣
、

入
軍
臺
港
、
大
分
漢
流
、
以
故
堤
得
無
虞
。
今
半
湮
塞
、
不
可
復
疏
、
嘉
靖
二
十
八
年
以
來
、
諸
堤
盡
決
。

42

萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
巻
三
十
三
、
水
利
二
、
承
天
府
隄
考
畧

至
石
城
、
則
舊
有
城
北
湖
・
池
河
・
殷
家
等
河
之
注
蓄
、
今
皆
淤
平
、
軍
民
官
庄
、
爭
墾
爲
業
、
而
下
流
竹
筒
河
復
淤
、
下
滯
上
汜
、
固
一

郡
水
患
之
原
也
。
屬
邑
大
半
濱
江
、
而
受
害
甚
者
、
北
岸
則
鍾
祥
・
京
山
・
景
陵
之
紅
廟
、
南
岸
則
荆
門
・
潛
江
・

陽
之
沙
洋
也
。

43

萬
曆
『
湖
廣
總
志
』
巻
三
十
三
、
水
利
二
、
鍾
祥
縣
堤
考
畧

有
司
屢
議
屢
輟
、
蓋
由
官
庄
及
荆
州
右
衞
與
景
陵
・
京
山
三
縣
軍
民
、
雜
處
其
間
、
互
相
推
托
、
而
格
議
撓
法
者
、
則
官
庄
之
佃
民
爲
尤
甚

云
。

44

註
22
前
掲
費
克
光
「『
承
天
大
誌
』
与
嘉
靖
皇
帝
」
九
二
六
│
九
二
七
頁
。

45

註
⑷
前
掲
高
艷
林
「
論
『
大
明
恭
穆
献
皇
帝
実
録
』
的
史
料
価
値
」
一
八
頁
。
な
お
高
氏
は
同
期
間
の
災
異
に
つ
い
て
『
鍾
祥
縣
志
』
に
は
正
徳
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元
年
（
一
五
〇
六
）
お
よ
び
五
年
（
一
五
一
〇
）
の
も
の
が
未
記
載
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

46
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
一
、
正
德
四
年
十
月
癸
巳
（
五
日
）
条

時
各
管
莊
內
官
以
農
事
畢
回
府
。
帝
問
曰
、
今
歲
收
成
何
如
。
對
曰
、
山
岡
多
旱
、
湖
窪
多

、
大
約
有
收
者
十
六
七
。
帝
曰
、
佃
民
納
租

課
外
、
得
免
於
饑
寒
矣
。

47
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
七
、
弘
治
十
四
年
三
月
戊
午
（
十
日
）
条
﹇
承3

・6
b

﹈

命
承
奉
長
史
司
曰
、
郢
靖
王
・
梁
莊
王
二
祖
墓
、
去
城
甚
遠
、
當
此
春
時
、
貧
民
乏
食
、
或
有
盜
伐
樹
木
、
鬻
爲
薪
。
若
不
禁
治
、
使
伐
之

至
於
濯
濯
、
予
何
以
主
祀
爲
哉
。
其
嚴
加
禁
制
、
仍
令
看
守
校
尉
不
時
巡
視
、
有
盜
伐
者
、
即
依
法
懲
治
不
貸
。

48

一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
九
、
弘
治
十
五
年
五
月
丙
子
（
五
日
）
条
﹇
承33

・5
a-5

b

﹈

各
管
莊
官
啓
佃
民
乏
食
。
帝
謂
侍
臣
曰
、
民
以
食
爲
天
、
王
者
以
民
爲
天
。
當
此
盛
夏
、
農
務
方
殷
、
民
既
乏
食
、
若
不
周
濟
、
民
何
以
盡

力
於
農
畝
。
秋
成
無
望
、
必
將
有
凍
餓
離
散
之
患
。
何
用
我
王
者
爲
哉
。

49
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
德
八
年
八
月
庚
申
（
二
十
五
日
）
条
﹇
承4

・7
a

／
承34

・5
b-6

b

﹈

諭
各
管
莊
官
曰
、
…
…
其
教
民
務
本
事
宜
、
爾
等
悉
心
舉
行
、
使
民
沾
實
惠
、
以
稱
予
心
。

一
、
莊
屋
悉
依
原
處
、
墻
下
樹
桑
棗
、
及
時
養
蠶
、
以
供
老
者
衣
帛
。
有
餘
亦
足
易
錢
、
以
充
衣
食
。
山
岡
隙
地
、
宜
植
果
木
。
山
場
草

樹
、
宜
蓄
之
、
以
備
樵
蘇
。

一
、
各
家
畜
雞
・
鵞
・
豚
、
務
令
不
失
其
時
、
以
供
老
者
肉
食
。

一
、
陂
池
本
以
資
灌
漑
、
宜
於
水
涸
時
、
各
管
莊
官
量
起
夫
役
、
將
逐
歲
不
收
之
處
、
濬
築
塘
堰
、
深
丈
餘
・
闊
七
尺
餘
、
蓄
水
以
備
亢

旱
、
其
內
亦
可
畜
魚
。

一
、
徵
收
須
及
刈
穰
、
即
時
催
取
、
勿
待
浪
費
。
後
時
、
往
往
不
能
趣
辦
。
如
豐
歲
、
則
必
責
償
所
負
。
如
旱

、
則
勿
取
毫
分
。

一
、
凡
卑
窪
不
收
處
、
宜
濬
流
防

。
其
江
水
衝
沒
處
、
宜
築
堤
岸
。
其
舊
爲
塘
堰
湖
地
、
勿
令
懇
作
耕
地
、
以
致
畜
水
不
多
。
其
正
耕
種

之
地
、
卻
被
水
衝
激
、
以
傷
禾
稼
。

一
、
春
耕
時
、
若
有
少
牛
犋
・
種
子
者
、
管
莊
官
量
給
助
之
。
秋
收
之
日
、
須
差
官
踏
勘
旱

分
數
、
量
爲

免
。

50
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
一
、
弘
治
十
六
年
九
月
丁
亥
（
二
十
四
日
）
条
﹇
承3
・10

a

／
承33

・5
b

﹈

是
歲
亢
旱
、
各
莊
官
請

租
課
。
帝
命
承
奉
・
長
史
司
差
官
、
査
勘
被
災
輕
重
、
免
租
有
差
。

51

た
と
え
ば
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
一
、
正
德
四
年
九
月
癸
巳
（
四
日
）
条
﹇
承34
・2

a

﹈
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免
芝
麻
灘
・
青
泥
套
二
莊
租
課
。
一
以
旱
災
、
一
以
水
災
也
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
德
八
年
八
月
乙
巳
（
十
日
）
条

豐
樂
河
莊
民
楊
廣
才
・
陳
紀
等
、
以
旱
傷
、
乞

免
租
課
。
命
所
司
覈
實
、
免
之
。

52
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
一
、
弘
治
十
六
年
十
月
辛
亥
（
十
八
日
）
条
﹇
承33

・5
b

﹈

免
臺
陂
莊
地
租
之
半
。
先
是
、
佃
戸
敖
光
岳
等
、
以
其
地
爲
沙
淤
塞
、
乞

稅
。
帝
命
官
驗
實
、
遂
免
之
。

53
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
、
正
德
三
年
六
月
壬
辰
（
二
十
六
日
）
条
﹇
承34

・2
a

﹈

免
流
連
莊
沙
淤
地
土
租
課
。
從
本
莊
佃
戸
鄒
宏
等
、
乞
恩
分
豁
也
。

54
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
一
、
正
德
四
年
閏
九
月
庚
申
朔
（
一
日
）
条
﹇
承34

・2
b

﹈

減
百
頃
鋪
莊
山
岡
地
租
十
之
三
。
從
佃
戸
啓
也
。

55
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
德
八
年
四
月
己
亥
朔
（
一
日
）
条

利
河
・
沿
山
二
莊
民
郭
明
達
・
李
思
賢
等
具
啓
、
以
莊
地
多
礫
難
耕
、
乞

免
租
課
。
命
所
司
勘
處
。

56
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
一
、
正
德
四
年
十
一
月
癸
酉
（
十
五
日
）
条
﹇
承34

・2
b

﹈

減
免
東
港
莊
租
課
。
以
虫
傷
故
也
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
一
、
正
德
九
年
十
月
丁
未
（
十
八
日
）
条
﹇
承34

・7
a

﹈

寶
鶴
山
・
瑜
靈
山
莊
民
陳
鑑
啓
、
虫
食
禾
稼
、
乞
分
豁
。
命
所
司
勘
明
、
依
分
數
免
租
。

57
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
四
、
弘
治
十
八
年
二
月
己
未
（
三
日
）
条
﹇
承3

・10
b

／
承33

・6
a

﹈

時
饑
。
帝
謂
左
右
曰
、
去
歲
年
穀
不
登
、
聞
今
春
軍
校
・
佃
民
、
多
有
缺
食
者
。
承
奉
司
可
査
勘
戸
口
多
寡
、
出
粟
周
給
。
其
有
流
移
乞
食

之
人
、
儀
衛
司
委
官
旗
給
與
粟
米
、
於

閑
寺
觀
中
、
設
粥
以
濟
、
務
沾
實
惠
。

58
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
三
、
弘
治
十
二
年
六
月
戊
戌
（
十
日
）
条
﹇
承3

・3
b

／
承33

・4
b

﹈

以
民
饑
、
出
粟
、
命
官
設
粥
於
城
南
報
恩
寺
濟
之
。
所
存
活
者
甚
衆
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
二
、
正
德
五
年
三
月
庚
午
（
十
五
日
）
条
﹇
承34
・3

a

﹈

差
官
於
報
恩
等
寺
煮
粥
、
以
濟
城
中
丐
者
、
日
給
米
二
十
石
。

59
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
七
、
弘
治
十
四
年
二
月
甲
午
（
十
五
日
）
条
﹇
承3

・6
a-6

b
﹈

帝
謂
侍
臣
曰
、
…
…
因
思
、
農
事
將
作
、
予
封
内
佃
民
、
當
此
枯
春
時
、
其
不
足
者
必
多
。
爾
承
奉
司
與
長
史
司
、
其
計
議
出
内
倉
粟
、
較
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其
貧
乏
等
第
、
以
周
濟
之
、
勿
使
失
所
、
妨
廢
農
事
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
三
、
弘
治
十
七
年
十
一
月
辛
丑
（
十
五
日
）
条
﹇
承3

・10
b

／
承33

・6
a

﹈

本
府
兩
班
軍
餘
張
鑑
等
、
以
貧
乏
乞
賑
濟
。
帝
命
人
與
穀
一
石
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
二
、
正
德
五
年
二
月
己
丑
（
三
日
）
条
﹇
承34

・2
b-3

a

﹈

以
歲
饑
、
命
承
奉
司
、
給
軍
校
之
貧
者
、
人
粟
一
石
、
餘
丁
五
斗
。

こ
の
ほ
か
註
57
前
掲
記
事
も
こ
の
例
に
ふ
く
ま
れ
る
。

60
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
、
正
德
三
年
四
月
戊
辰
朔
（
一
日
）
条
﹇
承34

・1
b

﹈

時
大
饑
疫
。
帝
謂
輔
臣
曰
、
今
歲
饑
疫
、
小
民
莩
死
者
多
、
豈
予
藩
守
一
方
不
德
所
致
歟
。
爾
等
宜
同
加
修
省
、
以
消
天
變
。
…
…
仍
出
內

帑
銀
、
糴
米
給
疫
者
。
並
遣
醫
調
治
、
死
者
葬
之
。

61
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
之
三
十
八
、
正
德
八
年
五
月
丁
亥
条

設
香
薷
湯
於
府
門
內
、
設
荳
湯
於
東
西
柵
欄
門
傍
、
設
水
於
各
城
門
下
。

62
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
四
、
正
德
十
一
年
五
月
丁
未
（
二
七
日
）
条
。

63
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
五
、
正
德
十
一
年
九
月
甲
申
（
六
日
）
条
﹇
承5

・3
b

﹈

帝
謂
長
史
司
曰
、
今
歲
水
患
甚
慘
、
人
民
困
苦
不
可
勝
言
。
或
以
房
屋
衝

、
無
棲
身
之
處
、
或
以
田
禾
渰
沒
、
無
充
饑
之
資
、
誠
可
傷

也
。
爾
長
史
司
亟
會
州
衛
官
、
出
給
榜
文
、
曉
諭
郷
間
富
實
之
家
、
遇
貧
民
流
移
求
食
者
、
即
收
留
養
濟
、
毋
得
驅
逐
出
境
、
以
致
失
所
。

64
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
六
、
正
德
十
二
年
正
月
癸
巳
（
十
七
日
）
条
﹇
承5

・6
a

﹈

帝
以
去
歲
水
災
、
米
價
踊
貴
、
既
下
令
發
銀
於
豐
熟
處
所
、
買
米
賑
濟
、
復
令
承
奉
・
長
史
司
、
移
文
州
衛
、
亦
務
憫
恤
軍
民
、
多
方
救

濟
。
且
出
給
告
示
、
令
郷
間
殷
實
之
家
、
有
粟
豆
者
、
借
貸
與
人
。
俟
秋
成
之
時
、
官
司
許
與
追
還
本
利
、
毋
得
閉
糴
、
以
困
小
民
。

65

清
水
泰
次
「
明
代
荘
田
考
」（
同
氏
『
明
代
土
地
制
度
史
研
究
』
大
安
、
一
九
六
八
年
、
所
収
。
初
出
は
一
九
二
七
年
）
二
四
│
二
六
頁
、
註
29

前
掲
王
毓
銓
「
明
代
的
王
府
荘
田
」
四
五
七
│
四
五
九
頁
。
な
お
、
王
府
の
校
尉
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
文
俊
『
明
末
農
民
反
乱
の
研
究
』（
研
文

出
版
、
一
九
八
五
年
）
一
九
八
│
二
一
八
頁
に
詳
し
い
。

66

註
65
前
掲
佐
藤
文
俊
『
明
末
農
民
反
乱
の
研
究
』
一
六
四
頁
、
註
29
前
掲
王
毓
銓
「
明
代
的
王
府
荘
田
」
四
五
七
│
四
八
七
頁
。

67
『
明
孝
宗
實
錄
』
巻
一
百
四
十
七
、
弘
治
十
二
年
二
月
壬
辰
（
二
日
）
条

先
是
、
巡
按
湖
廣
監
察
御
史
王
恩
奏
、
請
湖
廣
各
王
府
莊
田
、
俱
令
有
司
徵
租
送
府
、
以
免
橫
歛
之
害
。
既
得
旨
、
至
是
興
王
奏
、
本
府
莊
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田
與
他
府
有
糧
民
田
不
同
、
請
得
自
徵
。
復
從
之
。

68
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
六
、
正
德
十
二
年
二
月
己
酉
（
三
日
）
条
﹇
承34

・9
a

﹈

馬
公
洲
莊
佃
民
羅
鑑
・
高
祥
方
等
、
以
被
水
、
乞

租
課
。
帝
曰
、
去
歲
大
水
爲
患
、
已
屢
令
管
莊
官
、
勘
視
被
災
輕
重
、
爲

其
租
。
及

今
二
月
、
春
作
方
興
、
小
民
往
往
啓
訴
、
必
是
原
委
官
員
不
能
體
悉
吾
意
、
或
檢
踏
未
遍
而
妄
報
不
實
、
或
乘
機
作
弊
而
侵
漁
下
民
。
論

法
、
本
當
究
治
、
姑
宥
之
。
仍
令
承
奉
・
長
史
司
、
別
爲
公
正
官
同
詣
田
、
所
勘
明
造
冊
啓
知
、
量
爲

免
、
毋
累
小
民
。

69

註
29
前
掲
王
毓
銓
「
明
代
的
王
府
荘
田
」
四
五
九
│
四
六
〇
頁
。

70
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
六
、
正
德
元
年
四
月
庚
戌
朔
（
一
日
）
条
﹇
承3

・12
a

﹈

長
史
司
啓
、
請
差
官
催
取
各
莊
所
負
祿
米
。
帝
曰
、
催
取
固
是
、
但
恐
去
人
擾
害
求
索
、
有
傷
吾
民
。
姑
已
之
。

71
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
德
八
年
八
月
庚
申
（
二
五
日
）
条

諭
各
管
莊
官
曰
、
今
歲
頗
稔
、
爾
等
到
莊
、
須
撫

下
人
、
該
徵
租
課
、
斟
酌
徵
收
、
勿
得
多
取
、
致
民
積
怨
。
敢
有
縱
下
生
事
害
人
者
、

事
發
、
重
治
不
恕
。

72
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
一
、
正
德
九
年
八
月
癸
巳
（
三
日
）
条
﹇
承34

・7
a

﹈

門
副
戴
永
等
啓
稱
、
勘
過
災
傷
田
地
共
二
千
三
百
五
十
三
頃
。
帝
曰
、
勘
既
明
、
宜
如
分
數

免
。
仍
諭
、
小
民
敢
有
私
規
課
利
者
、
事

發
、
治
罪
不
貸
。

『
承
天
大
誌
』
で
は
「
仍
諭
…
…
」
以
下
は
見
え
な
い
。

73
『
承
天
大
誌
』
巻
之
三
十
四
、
恩
澤
紀
二

〔
正
德
六
年
〕
十
月
戊
寅
、
減
免
北
湖
莊
租
課
。

74
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
五
、
正
德
六
年
十
月
戊
寅
朔
（
一
日
）
条

減
北
湖
莊
租
課
。
先
是
、
總
小
甲
以
私
怨
、
報
歲
課
過
重
、
佃
戸
多
陪
納
者
。
至
是
、
佃
戸
金
贊
等
以
爲
言
。
令
所
司
勘
實
、
乃
坐
總
小
甲

罪
、
追
償
原
陪
舊
課
。
佃
民
稱
快
。

75
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
五
、
正
德
六
年
十
一
月
戊
申
（
二
日
）
条

革
焦
山
莊
小
甲
陳
俊
役
。
以
俊
擾
害
佃
民
、
多
取
租
課
故
也
。

76
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
八
、
正
德
八
年
五
月
丁
丑
（
十
日
）
条

安
陸
州
民
習
友
德
領
種
官
田
、
乞
給
批
以
便
納
租
。
從
之
、
仍
命
所
司
、
薄
其
所
斂
。
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な
お
、
こ
の
「
官
田
」
を
王
府
荘
田
と
す
る
解
釈
は
、
た
と
え
ば
王
府
荘
田
を
「
官
荘
」、
王
府
設
置
の
店
舗
を
「
官
店
」
と
い
う
よ
う
に
、

「
官
」
字
で
王
府
所
有
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
王
毓
銓
氏
の
説
に
よ
っ
た
。
註
29
前
掲
王
毓
銓
「
明
代
的
王
府
荘
田
」
四
五
九
頁
、
参

照
。

77

湖
広
に
お
い
て
、
他
郷
よ
り
や
っ
て
き
て
開
発
と
土
地
集
積
を
進
め
た
地
主
階
級
が
王
府
に
対
し
て
集
中
的
に
投
献
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
註
65
前
掲
佐
藤
文
俊
『
明
末
農
民
反
乱
の
研
究
』
一
五
四
│
一
五
五
頁
に
お
い
て
、
や
や
時
代
が
下
っ
た
潞
王
府
の
事
例
に
即
し
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。

78
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
六
、
正
德
七
年
閏
五
月
戊
寅
（
五
日
）
条

城
北
湖
莊
佃
民
王
儼
、
以
湖
地
低
窪
、
艱
於
耕
種
、
乞
減
租
。
帝
曰
、
聞
此
地
俱
高
阜
、
向
曾
減
免
。
今
又
乞
減
、
再
免
二
分
。

79

註
⑽
前
掲
佐
藤
文
俊
『
明
代
王
府
の
研
究
』。
特
に
三
四
│
九
九
頁
。

80
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
三
、
弘
治
十
七
年
十
一
月
辛
丑
（
十
五
日
）
条
﹇
承3

・10
b

／
承33

・6
a

﹈

本
府
兩
班
軍
餘
張
鑑
等
、
以
貧
乏
乞
賑
濟
。
帝
命
人
與
穀
一
石
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
二
、
正
德
五
年
二
月
己
丑
（
三
日
）
条
﹇
承34

・2
b-3

a

﹈

以
歲
饑
、
命
承
奉
司
、
給
軍
校
之
貧
者
、
人
粟
一
石
、
餘
丁
五
斗
。

81
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
七
、
弘
治
十
四
年
五
月
条
﹇
承3

・7
a

／
承33

・5
a

﹈

有
群
牧
所
軍
人
物
故
、
貧
不
能
具
棺
。
時
盛
暑
、
帝
聞
之
惻
然
、
即
命
以
銀
給
之
。
仍
著
爲
令
、
自
後
武
官

父
母
・
妻
子
及
軍
校
不
能
葬

者
、
俱
給
銀
資
助
有
差
。

82

儀
衛
司
に
派
遣
さ
れ
る
人
間
関
係
か
ら
、
錦
衣
衛
が
直
接
的
影
響
力
を
有
し
た
こ
と
は
、
註
65
前
掲
佐
藤
文
俊
『
明
末
農
民
反
乱
の
研
究
』
一
九

八
頁
を
参
照
。

83
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
五
十
、
正
德
十
四
年
二
月
甲
戌
（
十
日
）
条

儀
衛
等
司
所
小
旗
董
鑑
等
、
以
久
缺
月
糧
訴
。
帝
命
長
史
司
、
移
文
撫
按
及
布
政
司
、
管
糧
・
分
巡
・
分
守
官
處
之
、
仍
令
安
陸
州
催
給
。

84

註
65
前
掲
清
水
泰
次
「
明
代
荘
田
考
」
二
五
│
二
七
頁
。

85
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
八
、
正
德
二
年
七
月
己
未
（
十
八
日
）
条
﹇
承3
・13

b
﹈

帝
聞
本
府
軍
校
、
間
有
生
事
、
欺
虐
小
民
者
。
令
長
史
司
、
出
給
告
示
禁
約
、
仍
行
本
府
巡
捕
千
戸
、
每
日
責
差
校
尉
八
名
、
四
門
巡
訪
。

如
有
縱
酒
逞
惡
、
及
以
強
淩
弱
者
、
即
擒

送
司
、
轉
送
審
理
所
監
候
、
具
啓
懲
治
。
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86
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
五
、
弘
治
十
三
年
四
月
甲
申
朔
（
一
日
）
条
﹇
承3

・5
b-6

a

﹈

帝
諭
長
史
司
、
軍
校
月
糧
、
久
不
關
支
、
常
赴
州
告
擾
、
間
有
出
穢
言
、
詈
有
司
者
。
蔑
視
法
度
、
可
嚴
加
禁
治
。
復
蹈
舊
輒
者
、
重
治
不

貸
。

87
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
四
、
正
德
十
一
年
六
月
辛
未
（
二
一
日
）
条
﹇
承34

・8
a-8

b

﹈

安
陸
州
以
水
災
故
、
請
以
舊
逋
夫
隷
工
價
銀
三
十
七
兩
、
給
散
本
府
軍
校
之
貧
乏
者
。
帝
曰
、
此
州
百
姓
艱
苦
、
其
以
銀
還
之
、
俾
給
與
小

民
。
府
中
軍
校
、
吾
自
有
所
據
。

88
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
之
二
十
六
、
正
德
元
年
十
月
丙
午
朔
（
一
日
）
条
﹇
承3

・12
b

﹈

諭
承
奉
司
、
凡
本
府
公
幹
官
員
、
跟
隨
軍
校
人
等
、
各
量
地
遠
近
、
日
之
多
寡
、
給
與
路
費
、
不
許
擅
受
有
司
廩

、
騷
擾
地
方
。

89
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
、
正
德
九
年
二
月
己
酉
（
十
五
日
）
条

舊
口
莊
民
蕭
虎
、
以
驛
官
激
變
生
民
、
啓
請
分
豁
。
帝
曰
、
小
民
苦
於
重
役
、
漸
迫
逃
移
。
彼
該
驛
自
有
額
設
、
夫
役
安
得
困
此
莊
民
。
其

移
文
分
巡
官
治
之
。

90
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
二
、
弘
治
十
一
年
七
月
壬
子
（
十
八
日
）
条

帝
命
長
史
司
、
府
中
有
與
州
衛
軍
民
闘
訟
者
、
令
所
司
執
問
、
勿
得
長
繫
偏
訊
、
濫
及
無
辜
。
每
月
六
次
開
具
以
聞
。

91
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
一
、
弘
治
十
六
年
六
月
癸
亥
（
二
十
八
日
）
条

管
焦
山
莊
官
爲
佃
戸
胡
韶
震
啓
、
豪
民
以
爭
地
挾
讐
誣
告
。
奉
睿
旨
、
田
地
須
要
査
冊
、
曾
否
納
租
、
恐
其
隱
情
妄
告
。
長
史
司
宜
移
文
巡

撫
・
巡
按
・
撫
民
官
處
、
同
本
府
委
官
、
從
公
會
問
、
無
致
虧
枉
。

92

明
代
の
王
府
禄
糧
支
給
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
布
目
潮
渢
「
明
朝
の
諸
王
政
策
と
そ
の
影
響
」（
同
氏
著
『
隋
唐
史
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
、

一
九
六
八
年
、
所
収
。
初
出
は
一
九
四
四
年
）
四
五
九
│
四
六
七
頁
を
参
照
。
ま
た
本
色
・
折
色
の
支
給
方
法
の
違
い
が
種
々
の
犯
罪
や
ト
ラ
ブ

ル
の
要
因
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
雷
炳
炎
『
明
代
宗
藩
犯
罪
問
題
研
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
一
一
二
│
一
一
九
頁
を
参

照
。

93
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
七
、
嘉
靖
八
年
十
一
月
辛
酉
（
二
十
九
日
）
条

戸
部
覆
、
湖
廣
巡
撫
都
御
史
朱
廷
聲
奏
、
荊
・
襄
・
遼
・
壽
等
王
府
祿
米
、
宜
如
楚
府
則
例
、
一
體
折
銀
解
納
。
親
王
、
每
石
折
銀
七
錢
六

分
三
釐
。
郡
王
、
每
石
七
錢
。
將
軍
・
中
尉
・
郡
主
・
夫
人
・
儀
賓
、
每
石
五
錢
。
所
在
府
州
縣
貯
庫
支
給
、
不
許
王
府
遣
使
、
自
詣
州
縣

催
督
。
從
之
。
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94

萬
曆
『
大
明
會
典
』
巻
三
十
八
、
戸
部
二
十
五
、
廩
祿
一
、
宗
藩
祿
米
。

95
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
六
十
、
嘉
靖
五
年
正
月
癸
丑
（
三
十
日
）
条

巡
撫
湖
廣
右
副
都
御
史
黃
衷
言
、
王
府
祿
米
、
每
石
折
銀
七
錢
六
分
三
釐
、
已
定
爲
則
例
。
頃
州
縣
解
納
者
、
長
史
以
下
多
所
科
索
、
甚
有

加
至
二
兩
者
、
民
不
能
辦
、
而
官
以
侵
欺
坐
之
、
至
破
家
抵
罪
、
積
弊
已
久
。
請
令
王
府
祿
米
折
銀
、
量
爲
加
耗
、
俱
解
各
府
州
縣
貯
庫
、

令
長
史
司
按
季
支
給
便
。
事
下
、
戸
部
請
從
其
議
。
上
命
祿
米
舊
解
納
王
府
者
、
各
如
故
。
第
令
務
遵
則
例
、
不
得
多
收
、
以
病
小
民
。
違

者
、
聽
撫
按
官
劾
治
。

96

こ
れ
に
対
応
す
る
『
承
天
大
誌
』
の
左
掲
記
事
に
は
具
体
的
な
折
銀
率
は
記
さ
れ
ず
、「
取
盈
」
つ
ま
り
規
定
額
の
満
額
を
受
領
し
な
い
こ
と
の

み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
承
天
大
誌
』
巻
之
五
、
基
命
紀
五
、
正
德
十
一
年
二
月
戊
午
（
七
日
）
条

是
月
、
巡
撫
湖
廣
都
御
史
秦
金
朝
見
、
命
賜
之
宴
。
帝
自
就
封
以
來
、
於
諸
郡
邑
解
納
祿
米
、
每
令
所
司
不
得
取
盈
。
至
是
、
金
上
其
事
於

朝
、
請
下
諸
藩
爲
式
。

97

以
上
の
叙
述
は
森
田
明
『
清
代
水
利
史
研
究
』（
亜
紀
書
房
、
一
九
七
四
年
）
二
五
│
二
八
頁
、
八
四
│
八
五
頁
に
よ
る
。

98

註
49
所
掲
史
料
、
参
照
。

99
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
十
七
、
弘
治
十
四
年
六
月
戊
寅
（
二
日
）
条

承
奉
司
啓
、
紅
廟
水
堤
、
有
�
壞
者
、
入
秋
雨
多
、
河
水
漲
溢
、
恐
傷
禾
稼
。
請
預
修
築
。
帝
曰
、
然
。
即
命
各
管
莊
官
、
看
視
補
築
、
務

令
堅
實
、
用
圖
永
久
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
一
、
弘
治
十
六
年
三
月
己
卯
（
十
二
日
）
条

顔
家
腦
莊
佃
民
周
子
明
等
啓
、
請
濬
築
堤
岸
水
路
、
以
便
耕
種
。
帝
命
承
奉
司
、
差
官
相
度
工
役
、
及
時
修
濬
、
無
致
病
民
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
四
、
正
德
十
一
年
二
月
戊
午
（
七
日
）
条

板
橋
灣
莊
佃
民
王
名
等
啓
、
請
修
理
堤
防
、
以
備
水
患
。
命
所
司
勘
處
、
及
時
修
理
。

『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
六
、
正
德
十
二
年
二
月
己
酉
（
三
日
）
条

顔
家
腦
莊
民
周
子
明
等
啓
、
請
開
通
水
路
、
修
築
堤
岸
。
命
管
莊
官
査
勘
、
可
以
開
通
・
修
築
者
、
即
爲
整
理
。

100
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
六
、
正
德
元
年
六
月
戊
午
（
十
日
）
条
﹇
承3

・12
b

／
承34

・1
a

﹈

先
是
、
州
城
西
河
有
板
橋
以
濟
民
、
後
爲
山
水
衝

、
往
來
者
苦
之
。
帝
聞
之
、
即
出
帑
藏
、
命
官
以
石
建
造
。
自
此
人
不
病
涉
。
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�
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
三
十
四
、
正
德
六
年
二
月
丙
申
（
十
五
日
）
条

命
承
奉
長
史
司
、
差
官
修
築
沿
江
堤

、
整
葺
橋

・
渡
船
、
以
防
水
患
。

�
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
四
、
正
德
十
一
年
六
月
条

各
莊
堤
岸
、
多
爲
水
所
衝

者
。
命
官
起
倩
種
田
人
戸
、
及
時
修
理
、
以
防
後
患
。
如
乏
食
者
、
量
爲
給
助
。
仍
令
承
奉
長
史
司
、
移
文
州

衛
、
督
率
軍
民
、

力
修
築
、
不
許
因
循
誤
事
。

�
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
五
、
正
德
十
一
年
九
月
甲
申
（
六
日
）
条

命
承
奉
司
曰
、
板
橋
灣
等
各
莊
堤
岸
、
多
爲
水
所
衝
壞
者
。
承
佃
之
家
、
宜

力
自
爲
修
築
、
但
歲
方
凶
歉
、
往
往
就
食
他
土
、
力
豈
能
及

此
。
其
令
各
管
莊
官
、
於
典
寶
所
領
銀
顧
人
、
及
時
修
築
、
以
禦
水
患
、
務
堅
固
可
久
、
毋
得
因
而
作
弊
、
虛
應
故
事
。

�
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
、
正
德
九
年
正
月
庚
寅
（
二
十
六
日
）
条

馬
公
洲
莊
堤
歲
被
水
衝

。
內
伴
讀
楊
保
等
啓
請
、
合
州
衛
夫
役
、
預
爲
修
築
。
帝
曰
、
此
事
有
益
軍
民
。
長
史
司
凾
移
文
州
衛
、
同
典
仗

劉
海
、
乘
此
農
隙
、
倩
人
修
築
、
務
令
堅
厚
。
仍
禁
輯
下
人
勿
得
賣
富
差
貧
、
因
而
作
弊
。
事
發
、
一
體
究
治
不
貸
。

�

同
治
『
鍾
祥
縣
志
』
巻
之
三
、
山
川
、
隄
防

惟
嘉
靖
以
前
、
邑
中
諸
支
流
、
尚
未
湮
塞
、
…
…
漢
水
得
有
所
分
洩
、
以
殺
其
勢
、
故
鮮
潰
決
之
患
。
其
後
泥
沙
填
淤
、
軍
民
占
以
爲
田
、

或
更
築
隄
以
障
之
、
而
閹
豎
倚
勢
、
惟
知
規
利
、
其
暴
橫
爲
尤
甚
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
註
28
前
掲
張
建
民
『
湖
北
通
史
・
明
清
巻
』
一
〇
二
頁
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

�
『
明
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
六
十
五
、
嘉
靖
十
三
年
七
月
丁
丑
（
十
二
日
）
条
。
な
お
、
童
承
叙
は
天
順
年
間
（
一
四
五
七
│
一
四
六
四
）
に
礼
部

侍
郎
を
つ
と
め
た
薛
瑄
の
文
廟
従
祀
に
つ
い
て
議
し
た
嘉
靖
十
九
年
（
一
五
四
〇
）
三
月
の
廷
議
に
際
し
て
、
賛
善
の
浦
応
麒
と
と
も
に
、
拙
速

に
結
論
を
出
さ
ず
に
先
送
り
す
べ
き
だ
と
の
意
見
を
提
出
し
、
世
宗
も
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
拙
著
『
長
城
と
北
京
の
朝
政
│
│
明
代
内
閣
政

治
の
展
開
と
変
容
│
│
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
三
九
九
│
三
四
〇
頁
、
参
照
。
安
陸
州
の
同
郷
関
係
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

世
宗
と
の
関
係
の
近
さ
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

�

四
部
叢
刊
本
、
第
二
十
五
冊
、
湖
廣
下
、
一
葉
表
│
三
葉
表
。

�

註
97
前
掲
森
田
明
『
清
代
水
利
史
研
究
』、
三
〇
│
三
一
頁
。
当
該
部
分
で
森
田
氏
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
を
嘉
靖
『

陽
志
』
に
よ
っ
て
以
下

に
示
し
て
お
く
。

自
洪
武
迄
成
化
初
、
水
患
頗
寧
。
其
後
、
佃
民
估
客
、
日
益
萃
聚
、
間
田

土
、
易
於
購
致
、
稍
稍
墾
闢
、
歲
月

久
、
因
攘
爲
業
。
又
湖
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田
未
嘗
稅
畝
、
或
田
連
數
十
里
、
而
租
不
數
斛
。
客
民
利
之
、
多
瀕
河
爲
隄
以
自
固
、
家
富
力
強
、
則
又
增
修
之
。

�
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
四
十
三
、
正
德
十
年
七
月
丙
申
（
十
一
日
）
条
﹇
承4

・15
b

／
承34

・7
b

﹈

馬
灘
臨
河
莊
地
、
率
被
水
衝
。
佃
民
趙
祥
等
啓
、
乞

免
租
課
。
帝
命
管
莊
官
勘
明
、
亟
爲

免
、
毋
累
小
民
。
因
謂
侍
臣
曰
、
予
昨
見

祥
等
啓
、
因
思
、
臨
河
莊
地
有
被
水
衝

者
、
有
被
沙
沒
不
堪
耕
種
者
。
又
有
卑
窪
處
、
濁
流
淤
漲
、
而
今
爲
膏
腴
者
。
今
水
衝
沙
沒
之

地
、
課
額
未
除
、
小
民
獨
受
其
害
。
淤
漲
膏
腴
之
地
、
官
司
不
知
、
土
豪
獨
享
其
利
。
安
在
其
爲
均
平
也
。
爲
政
不
患
寡
而
患
不
均
、
寧
損

予
歲
課
、
不
可
使
小
民
受
害
也
。
百
姓
足
、
君
孰
與
不
足
。
予
意
惟
在
足
民
、
歲
課
非
所
計
也
。
侍
臣
頓
首
對
曰
、
主
上
此
言
、
洞
見
小
民

利
弊
、
非
臣
等
思
慮
所
及
也
。

�

嘉
靖
『

陽
志
』
な
ら
び
に
『
天
下
郡
國
利
病
書
』
の
い
ず
れ
も
「
垸
」
を
「
院
」
に
作
る
。

�

こ
の
記
事
は
楊
国
安
「
主
客
之
間
│
│
明
代
両
湖
地
区
土
著
与
流
寓
的
矛
盾
与
衝
突
│
│
」（『
中
国
農
史
』
二
〇
〇
四
│
一
）
八
四
│
八
五
頁
で

も
『
天
下
郡
國
利
病
書
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
主
客
間
の
矛
盾
が
税
負
担
の
不
均
衡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
土
着
民
の
生
産
と
生
活

を
お
び
や
か
し
、
環
境
資
源
の
破
壊
に
よ
り
水
害
が
激
化
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�

嘉
靖
『

陽
志
』
巻
八
、
河
防
志

民
之
敝
、
始
於
成
化
、
極
於
正
德
、
瘡
痍
至
今
未
之
復
也
。

�

註
99
所
引
『
献
皇
帝
実
録
』
巻
之
二
十
一
、
弘
治
十
六
年
三
月
己
卯
（
十
二
日
）
条
お
よ
び
巻
之
四
十
六
、
正
德
十
二
年
二
月
己
酉
（
三
日
）

条
。

�

顧
誠
「
明
前
期
耕
地
数
新
探
」
お
よ
び
「
明
帝
国
的
疆
土
管
理
体
制
」（
同
氏
『
隠
匿
的
疆
土
│
│
衛
所
制
度
与
明
帝
国
│
│
』
光
明
日
報
出
版

社
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
六
年
、
一
九
八
九
年
）。

�

張
海
瀛
『
張
居
正
改
革
与
山
西
万
暦
清
丈
研
究
』（
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一
九
三
頁
お
よ
び
四
三
〇
│
四
三
三
頁
。
な
お
、
関
連

の
研
究
史
を
見
る
上
で
、
新
宮
学
「
明
清
社
会
経
済
史
研
究
の
新
し
い
視
点
│
│
顧
誠
教
授
の
衛
所
研
究
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（
同
氏
著
『
明
清

都
市
商
業
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
。
初
出
は
一
九
九
八
年
）
の
整
理
と
紹
介
が
た
い
へ
ん
有
益
で
あ
っ
た
。
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