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河
水
中
に
築
堤
し
て
流
水
を
せ
き
と
め
る
施
設
を
堰
と
い
い
、
又
壊
・
域
等
と
も
い
っ
た
。
唐
代
及
び
そ
れ
以
前
で
は
壊
が
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
堰
の
用
例
も
少
く
な
い
。
堰
様
の
目
的
用
途
は
滋
瓶
用
、
漕
運
用
、
臨
躍
用
、
治
水
用
等
多
種
多
様
で
あ
り
、
且
つ
一
一
堰
体
で
此
の

二
或
は
三
を
兼
ね
る
も
の
が
あ
っ
た
。
漕
運
用
の
堰
壌
に
も
、
河
水
の
流
速
を
緩
和
す
る
も
の
、
浅
渠
の
水
深
を
深
め
る
も
の
、
二
水
の
分
・

合
流
点
の
水
位
を
調
整
す
る
も
の
、
河
渠
に
呑
吐
せ
ら
れ
る
満
干
潮
を
調
節
す
る
も
の
等
、
色
々
あ
り
、
そ
う
し
た
用
途
や
規
模
の
大
小
に
応

じ
て
堰
壊
の
構
造
も
複
雑
化
し
、
軟
堰
・
硬
堰
・
斗
戸
市
開
）
門
堰
・
牛
壊
等
と
呼
ば
れ
る
種
々
の
も
の
が
あ
っ
た
。
堰
は
流
水
を
窒
い
で
水
位

を
高
く
し
、
従
っ
て
堰
体
の
上
流
側
の
水
深
を
大
き
く
す
る
築
堤
で
、
水
位
を
目
的
の
高
さ
に
ま
で
上
げ
た
後
の
流
水
は
堰
上
を
落
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
流
下
面
は
傾
斜
を
も
ち
、
消
選
の
船
は
此
の
傾
斜
面
を
両
岸
か
ら
の
索
き
綱
で
揚
げ
卸
し
し
た
わ
け
で
、
此
の
牽
引
に
役
牛

の
聴
輯
を
用
い
た
の
が
牛
様
で
あ
る
。
流
れ
を
せ
き
と
め
る
堰
体
は
流
水
の
強
力
な
側
圧
を
受
け
、
大
水
の
際
は
そ
の
圧
力
が
大
き
く
な
る
の

で
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
為
に
堰
体
の
一
部
を
深
く
切
り
込
ん
で
門
扉
を
入
れ
、
大
出
水
の
際
に
は
此
れ
を
開
放
し
て
流
下
量
を
大
き
く
し
て
い

た
。
此
れ
が
到
門
堰
で
あ
る
。
此
の
斗
門
が
や
が
て
船
の
通
過
に
利
用
で
き
る
様
に
造
ら
れ
、
堰
体
上
の
揚
げ
卸
し
を
や
め
て
専
ら
水
門
開
閉

に
依
る
様
に
な
っ
た
の
が
水
間
堰
で
あ
る
。
闘
は
大
船
の
通
過
も
容
易
な
の
で
次
第
に
普
及
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
が
著
し
い
の
は
船
が
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大
型
化
し
た
宋
代
の
こ
と
で
、
唐
代
で
は
水
閑
堰
も
諸
処
に
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
尚
堰
上
越
過
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
交
通
運
輸
の
幹
線
に

当
る
水
渠
で
は
船
の
往
来
が
激
し
く
、
そ
れ
ら
は
或
は
牽
船
の
順
序
を
候
ち
、
或
は
水
聞
の
開
扉
時
聞
を
待
つ
為
に
堰
体
の
上
下
に
多
数
集
っ
て

い
た
。
太
平
広
記
崎
四
神
仙
部
。
粛
洞
玄
の
項
に
、
河
東
記
に
出
ず
と
し
て

洞
玄
。
自
断
東
抵
揚
州
。
至
鹿
亭
様
。
維
舟
於
逆
旅
主
人
。
子
時
舶
艦
蔦
腰
臨
於
河
次
。
壊
開
。
争
路
上
下
。
衆
船
相
説
者
移
時
。
舟
人

霊
力
桝
之
。

と
あ
る
は
、
水
聞
の
開
扉
を
ま
つ
船
が
堰
壌
の
上
下
に
政
府
し
く
集
っ
て
い
た
状
景
を
記
し
た
一
例
で
あ
る
。

堰
壌
は
水
位
を
高
め
る
か
ら
、
そ
の
上
流
側
堤
防
を
相
当
の
距
離
に
わ
た
っ
て
高
大
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
堰
体
自
身
や
水
聞
も
流
水
の
圧

力
や
舟
船
の
越
過
等
に
よ
っ
て
損
壊
し
易
い
の
で
堅
固
に
造
る
必
要
が
あ
っ
た
。
建
設
修
繕
の
費
は
一
般
に
莫
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
う

る
に
舟
船
の
越
渡
操
作
に
要
す
る
労
力
経
費
が
此
れ
亦
頗
る
大
き
か
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
倍
天
笠
四
年
十
月
辛
卯
の
条
に
、

楚
州
北
神

堰
、
真
州
江
口
堰
等
に
船
の
通
過
を
容
易
に
す
る
為
に
水
聞
を
附
設
し
た
結
果
と
し
て
濯
卒
十
余
万
を
省
き
得
た
と
あ
る
。
十
余
万
は
年
間
の

延
べ
人
数
で
、
沈
括
の
夢
渓
筆
談
4
4

一
－
官
政
の
項
の
虜
頭
に
同
じ
こ
と
を
記
し
て
、

「
冗
卒
五
百
人
。

雑
費
百
二
十
五
万
」
を
省
い
た
と
あ

る
リ
五
百
人
の
年
間
延
べ
数
は
十
八
万
余
と
な
る
か
ら
、
先
の
長
編
の
十
余
万
と
一
致
す
る
。
百
二
十
五
万
は
銭
額
で
、
文
単
位
と
解
せ
ら
れ

る
か
ら
、
貫
単
位
に
す
れ
ば
一
千
二
百
五
十
貫
と
な
る
。
此
れ
は
堰
官
や
吏
卒
の
給
与
を
除
く
文
字
通
り
の
雑
費
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
労
働
部

隊
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
い
た
廟
兵
の
一
卒
当
り
年
間
維
持
費
は
三
十
貫
前
後
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
五
百
人
の
年
間
維
持
費
は
一
万
五
千

貫
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
品
川
も
此
の
収
卒
五
百
人
、
雑
費
一
千
二
百
五
十
買
は
水
聞
の
添
設
で
浮
い
た
節
減
額
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
迄
の

堰
卒
の
総
数
や
雑
費
総
額
一
式
此
れ
よ
り
活
か
に
多
か
っ
た
わ
け
で
、
犬
運
河
上
の
堰
壊
が
一
一
堰
概
ね
数
百
千
人
の
労
務
者
を
擁
し
、
そ
の
維
持

黒
山
内
に
巨
相
似
の
経
費
を
要
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
此
れ
は
宋
代
の
資
料
で
あ
る
が
、
唐
代
で
も
此
れ
に
類
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
大
運
河
以
外
の
壌
に
於
い
て
も
そ
の
大
小
や
通
過
舟
船
の
頗
疎
に
応
じ
て
そ
れ
な
り
の
＋
漁
船
人
夫
や
経
費
を
要
し
て
い
た
筈
で



あ
る
。
こ
う
し
た
経
費
は
当
然
越
鰻
の
舟
船
が
受
説
者
と
し
て
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
壊
綾
・
痛
過
の
民
船
か
ら
越
過
料
貨
を
と
る
こ
と

が
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
曲
師
樫
と
は
此
の
越
媛
料
貨
に
対
す
る
唐
代
の
呼
称
で
あ
る
。

堰
擦
が
そ
の
築
設
の
み
な
ら
ず
、
緯
持
運
営
に
も
巨
大
た
経
費
を
必
要
と
し
、
然
も
此
の
維
持
斉
営
費
が
越
壊
船
の
増
加
に
伴
っ
て
必
然
増

を
・
来
す
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、

痛
過
の
民
船
か
ら
受
益
者
負
担
と
し
て
適
当
な
様
程
を
徴
収
し
、

そ
こ
に
財
源
を
求
め
る
の
は
当
然
と
い
え

る
。
所
が
実
際
は
と
か
く
此
れ
が
利
源
視
せ
ら
れ
、
他
に
加
盟
路
が
な
い
民
船
の
間
一
味
に
つ
け
込
ん
で
不
当
に
多
く
課
徴
せ
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ
た

所
に
壊
程
の
最
も
大
き
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。
壊
程
が
利
源
化
す
れ
ば
、
そ
の
管
理
権
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
い
も
避
け
難
く
な
る
。
唐
代
の
壊

程
問
題
は
此
の
様
な
利
源
化
と
管
理
権
の
所
在
と
に
そ
の
中
心
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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4
－
一
雑
税
の
項
に

上
元
中
勅
。
江
幣
璃
塘
商
旅
豪
船
過
鹿
。
準
餅
納
銭
。
謂
之
壊
程
。

と
あ
る
は
、
唐
代
の
瑛
程
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
管
貝
唯
一
の
記
事
で
、
此
れ
に
よ
り
壊
程
は
船
の
大
き
さ
を
一
不
す
餅
（
石
）
高
に
応
じ
て

課
徴
せ
ら
れ
る
持
額
制
の
徴
収
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
府
崎
、
体
上
会
一
揖
刷
会
」
網
で
上
下
す
る
船
は
す
べ
て
積
荷
を
卸
し
て
越
堰
し
、
荷
物
は

別
に
河
堤
上
・
主
規
送
し
て
、
越
開
後
再
び
積
み
込
ん
で
い
た
。
即
ち
越
棋
の
船
は
す
べ
て
空
船
で
あ
っ
た
の
で
あ
む
従
っ
て
積
荷
に
は
捷
程

は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
た
る
。
但
し
水
間
摂
で
の
越
堰
は
稽
荷
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
当
然
積
荷
へ
の
壊
程
が
問
題

と
な
る
筈
で
あ
る
が
、
唐
代
で
は
積
荷
の
域
程
に
言
及
し
た
記
事
1
未
だ
見
出
せ
な
い
。
域
程
の
史
料
が
総
体
的
に
少
い
こ
と
と
、
水
間
寝
の
普

及
、
が
主
と
し
て
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
と
に
尚
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
石
高
に
応
じ
て
徴
収
す
る
ト
ン
税
的
船
税
ぽ
宋
代
で
も
多

く
採
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
上
掲
の
通
典
の
一
境
科
記
事
は
、

一
見
、
唐
代
の
規
程
ば
此
の
時
の
勅
に
初
ま
る
か
の
印
象
を
与
え
る
が
、

実
は
既
に

唐
代
橡
程
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そ
れ
以
前
か
ら
徴
収
せ
ら
れ
て
い
た
。
唐
会
要
噛
八
漕
運
・
開
元
二
十
六
年
十
一
月
の
条
に

潤
州
刺
史
粛
僻
奏
。
榊
。
臣
請
。
於
京
ロ
壊
下
直
樹
渡
江
二
十
里
。
開
伊
婁
河
二
十
五
里
。
即
達
揚
子
麟

d

無
風
水
災
。
又
減
租
脚
銭
。

歳
収
利
百
高
。
文
立
伊
堰
様
。
皆
｛
回
収
其
課
。
迄
今
用
之
。

と
あ
っ
て

開
元
中
に
既
に
大
運
河
の
壌
に
於
い
て
様
程
を
徴
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
堰
壊
の
建
設
維
持
、
特
に
越
堰
の
寧
船
に
は

大
き
な
経
費
を
要
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
受
益
者
で
あ
る
越
鰻
船
か
ら
牽
船
料
を
取
る
は
当
然
で
あ
り
、
こ
う
し
た
牽
船
料
と
し
て
の
壊
程
は

運
河
用
璃
棋
の
出
現
と
共
に
初
ま
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

唐
代
の
大
運
河
漕
運
は
開
元
二
十
一
年
に
悲
耀
卿
の
大
改
革
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
各
州
の
税
収
は
そ
の
州
が
各
自
で
遠
く
両
都
に
漕
運
し

て
い
た
の
を
、
転
運
使
を
設
け
て
そ
の
一
括
扱
い
に
縄
め
、
従
来
の
長
運
直
違
法
を
転
般
法
に
改
め
、
輸
送
の
諸
施
設
を
も
総
合
的
に
整
備
充

実
し
、
此
れ
よ
り
輸
送
力
は
俄
か
に
巨
大
と
な
っ
た
。
大
運
河
の
壊
壊
も
新
設
の
転
運
使
の
管
理
に
移
さ
れ
、
そ
の
統
轄
の
下
に
維
持
運
営
せ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
六
典
に
記
す
所
に
よ
れ
ば
、
治
水
・
橋
梁
等
の
河
川
行
政
は
、
京
兆
・
河
南
の
両
都
内
に
在
る
も
の
は

中
央
の
都
水
監
の
直
轄
に
属
し
た
が
、
そ
の
他
の
所
は
川
の
長
官
の
所
管
と
せ
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
寝
壊
も
恐
ら
く
州
の
所
管
に
属
し
、
様

程
は
そ
の
所
在
の
州
が
必
要
経
費
に
照
し
て
適
宜
に
徴
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
大
運
河
上
に
在
る
も
の
は
転
運
使
に
移
管
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
壊
程
は
州
の
手
を
離
れ
て
転
運
使
に
移
り
、
こ
こ
に
中
央
的
な
性
格
を
も
つ
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
開
元

二
十
六
年
に
至
り
大
運
河
上
の
壊
に
就
い
て
壊
程
の
徴
収
記
事
が
初
め
て
中
央
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
所
以
は
、
そ
れ
が
中
央
的
な
性
格
を

も
っ
た
の
が
ほ
ぼ
此
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。
然
L
天
宝
末
年
ま
で
は
商
税
さ
え
も
徴
収
し
な
か
っ
た
唐
の
税
財
政
方
針
か

ら
推
し
て
、
焼
程
も
壊
壌
の
経
費
を
基
準
に
し
た
料
賃
的
性
格
を
多
く
出
な
い
様
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
所
が
安
史
の
大
乱
に

よ
っ
て
膚
の
税
財
制
は
一
変
し
、
商
税
そ
の
他
の
新
税
が
続
々
と
追
設
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
壊
程
の
徴
収
も
料
賃
の
枠
を
越
え
て
利
源
的
な
取

扱
い
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
る
。
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越
壊
往
来
す
る
民
船
の
殆
ん
と
は
遠
隔
地
聞
を
往
来
し
て
巨
利
を
挙
げ
る
答
申
聞
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
彼
等
客
商
の
遠
隔
地
問
往
来
は
で
き

る
限
り
水
路
を
利
用
し
堰
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

財
政
の
補
強
を
欲
す
る
政
権
は
と
か
く
壊
程
を
利
源
的
に
徴
収
し
勝
ち

で
、
そ
の
由
来
は
頗
る
古
く
、
南
史
靖
二
晦
憲
之
停
に
既
に
そ
の
先
例
が
見
え
て
い
る
。

時
西
陵
成
主
社
元
鵡
以
。
呉
輿
歳
倹
ι

舎
稽
年
登
。
商
旅
往
来
倍
歳
。

西
陵
牛
域
税
。

官
格
日
三
千
五
百
。

求
加
至
一
倍

G

計
年
長
百

高
。
浦
陽
南
北
津
及
柳
浦
四
壊
。
乞
為
官
領
摂
。

一
年
格
外
長
四
百
許
高
。
武
帝
以
示
会
稽
。
使
陳
得
失
。

と
て
、
南
斉
の
武
帝
の
時
、
牛
域
通
過
の
料
賃
課
額
を
倍
加
し
て
収
入
を
増
さ
ん
と
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
武
帝
は
此
の
意
見
を
会
稽

郡
に
下
し
て
検
討
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
忠
之
は
強
く
反
対
し

憲
之
議
目
。
尋
始
立
牛
壊
。

非
笥
通
蹴
以
納
税
也
。

官
以
風
議
迅
険
人
力
不
捷
。
済
急
以
利
物
耳
。
既
公
私
是
襲
。
故
輸
直
無
怨
。
京
師

航
渡
即
其
例
也
。
而
後
之
監
領
各
務
己
功
。
或
禁
遇
別
道
。
人
生
理
外
。
九
如
此
之
頼
。
不
経
域
煩
牛
者
。
上
詳
被
報
蒙
停
格
外
十
条
。

従
来
喧
訴
始
得
暫
明
。
案
呉
輿
頻
歳
失
稔
。

今
弦
尤
健
。

去
乏
従
豊
。

良
由
飢
練
。

警
格
新
減
尚
未
議
。
登
格
外
加
倍
。
将
以
何
術
皇

滋山。一一品一去。

と
て
、
牛
壌
の
設
置
は
収
入
が
目
的
で
は
な
く
、
利
物
省
力
の
為
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
徴
収
は
適
正
料
賃
の
範
囲
内
に
止
む
べ
き
で
あ
り
、

監
領
者
が
己
の
功
を
求
め
て
増
収
に
つ
と
め
る
傾
向
の
あ
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
壊
程
ほ
必
要
経
告
を
賄
う
料
賃
徴

収
に
止
む
べ
き
で
、
初
め
は
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
て
も
、
と
か
く
そ
の
枠
を
越
え
て
利
源
的
徴
収
に
ま
で
進
む
慣
向
が
あ
っ
て
、
唐
以
前
に
於

い
て
既
に
そ
れ
が
経
験
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
｛
女
史
の
乱
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
唐
代
に
於
い
て
も
同
じ
繰
返
し
が
起
っ
た
こ
と
は
容
易

に
推
想
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

唐
代
壕
程
考
（
日
野
〉
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先
の
顧
憲
之
伝
の
記
事
に
依
れ
ば
、
西
陵
牛
域
の
壊
程
は
一
臼
三
千
五
百
文
の
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。
此
の
場
合
の
格
は
ノ
ル
マ
で
、

一
年

に
し
て
千
二
百
数
十
貫
と
な
る
。
又
他
の
諸
壌
の
壊
程
も
そ
れ
ぞ
れ
ノ
ル
マ
を
定
め
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
う
し
た
ノ
ル
マ
を
唐
代
で
は
課

と
い
い
、
大
抵
年
間
の
額
を
以
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
先
掲
開
元
二
十
六
年
十
一
月
の
潤
州
刺
史
の
奏
に
、
伊
妥
協
・
等
の
昨
日
程
に
就
レ
て
「
皆

官
収
其
課
」
と
あ
る
の
は
、

恐
ら
く
様
毎
に
定
め
ら
れ
た
ノ
ル
マ
を
堰
官
に
責
任
を
以
て
徴
収
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

ぅ
。
此
の
ノ
ル
マ
は
そ
の
堰
壊
の
官
吏
・
夫
卒
の
手
当
や
そ
の
他
の
雑
費
を
含
ん
だ
綬
燥
の
必
要
経
費
か
ら
算
定
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
但
し
堰
壊
が
利
源
と
し
て
政
わ
れ
る
様
に
な
れ
ば
、
そ
の
算
定
は
必
要
経
費
を
越
え
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

さ
て
安
史
の
乱
勃
発
以
後
の
転
運
使
所
管
の
壊
程
が
財
政
的
閤
窮
と
関
聯
し
て
、
利
源
的
徴
収
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

此
の
乱
の
最
中
で
あ
る
上
元
年
間
に
出
さ
れ
た
先
掲
の
壊
程
の
勅
は
必
ず
や
此
の
方
針
転
換
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
勅
文
の
内
容
は
、
た
だ
江
准
の
域
程
、
即
ち
転
運
使
管
下
の
中
央
直
結
堪
壌
の
様
程
は
船
の
石
高
に
応
じ
て
徴
収

せ
よ
と
あ
る
の
み
で
、
増
徴
の
趣
意
は
全
く
見
出
せ
な
い
。
然
し
恐
ら
く
此
れ
は
勅
の
原
文
が
省
略
せ
ら
れ
て
い
る
為
で
、
全
文
の
中
に
は
な
タ

分
そ
う
し
た
意
味
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（四）

大
運
河
上
に
在
る
堰
壊
は
転
遥
使
の
所
管
に
移
さ
れ
中
央
の
所
属
と
な
っ
た
が
、
そ
の
他
は
州
県
の
管
理
に
残
さ
れ
た
ω

堰
域
に
は
更
に
郷

村
や
個
人
の
有
に
係
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
勿
論
末
端
小
渠
の
小
堰
域
・
で
あ
り
、
幹
線
水
路
の
重
要
堰
域
は
州
の
管
理
で
あ
っ
た
。

安
史
の
乱
後
、
藩
鎮
が
内
地
に
列
置
せ
ら
れ
る
と
、
軍
閥
的
成
長
に
狂
奔
し
て
い
た
彼
等
は
当
然
藷
内
に
在
る
重
要
堰
域
・
の
利
源
的
掛
－
程
徴
収

に
乗
出
し
て
行
っ
た
。
新
唐
書
守
食
貨
志
・
塩
法
の
所
に
、

劉
嬰
の
塩
法
改
革
、
即
ち
第
五
埼
の
官
官
冗
法
か
ら
通
商
法
へ
の
改
革
を
述
ベ
て

略上、d

然
諸
道
加
椎
塩
銭
。
商
人
苅
所
過
有
税
。
長
奏
罷
州
際
算
税
。
禁
堰
域
逝
以
利
者
。



と
あ
り
、
塩
が
商
品
と
し
て
流
通
し
J

初
め
た
な
ら
ば
必
ず
州
県
で
背
中
税
せ
ら
れ
、
叉
出
羽
れ
J
M

徴
収
せ
ら
れ
る
で
九
ろ
う
が
、
そ
れ
は
政
商
の
負

担
を
大
き
く
し
、
延
い
て
は
塩
の
売
行
き
を
阻
碍
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
国
く
此
れ
を
禁
止
す
べ
く
奏
請
し
た
と
い
う
。
右
に
い
う
率
税

は
後
年
に
い
う
商
税
で
あ
る
。
劉
長
が
禁
止
し
た
商
税
や
域
・
程
は
務
釦
の
徴
収
に
係
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
右
記
事
に
「
諸
道
」
と
明
記
せ

ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
唐
朝
が
国
税
と
し
て
商
税
を
起
徴
し
た
の
は
建
中
元
年
の
両
税
法
と
同
時
で
あ
り
、
右
の
長
の
海
法
改
革
は
大
暦
の

初
葉
で
あ
る
か
ら
、
商
税
は
未
だ
徴
収
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
需
凱
が
敢
て
徴
収
し
て
い
た
の
は
、
既
に
軍
閥
的
勢
力
に
の
し

上
っ
て
い
た
被
等
の
怒
横
に
外
な
ら
ぬ
。
劉
畏
の
禁
止
は
此
の
怒
横
を
正
し
た
玄
で
に
す
ぎ
ぬ
。
様
相
柱
に
就
い
て
も
、
越
堰
の
適
正
料
賃
と
し

て
の
枠
内
の
徴
収
な
ら
ば
、
財
政
通
の
劉
畳
、
が
此
れ
を
禁
ず
る
筈
は
な
い
か
ら
、
商
税
と
共
に
禁
ぜ
ら
れ
た
堰
壊
で
の
徴
収
は
此
の
枠
を
越
え

た
利
源
的
域
程
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
諸
藩
の
利
源
的
壊
程
徴
収
は
彼
等
藩
鎮
の
内
地
列
置
後
幾
何
も
な
く
商
税
と
共
に
初
め
ら
れ
た

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

唐
合
同
要
略
八
碑
運
塩
鎖
組
序
に
、

一
冗
和
の
初
め
頃
、
断
固
航
海
一
ψ
節
度
使
と
し
て
横
暴
を
板
め
た
か
ど
で
窓
宗
に
詠
せ
ら
れ
た
李
舗
の
在
任

中
に
於
け
る
厚
微
授
剥
を
述
べ
て

川
。
境
院
津
壊
供
張
侵
剥
。
不
知
紀
獄
。
私
路
小
堰
厚
敏
行
人
。
多
是
鈎
始
臥
。

と
あ
り
、
務
鎮
が
そ
の
管
内
の
小
壌
に
対
し
て
ま
で
厚
く
域
程
を
徴
収
す
る
風
潮
は
李
舗
が
聞
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
先
に
証

述
し
た
如
く
、
節
、
科
厚
鎮
の
風
は
務
凱
列
置
以
来
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
錆
に
初
ま
る
と
の
右
記
事
は
誤
り
で
あ
る
。
然
し
此
の
記
事
に
ょ
っ

て
、
藩
柏
駅
の
規
程
厚
数
は
長
く
後
年
ま
で
続
き
、
騎
横
駿
一
厄
の
重
要
な
財
源
の
一
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
よ
っ
て
私
路
の
小
堰
に
至
る
ま
で
そ

の
徴
収
網
を
密
に
し
て
行
っ
た
こ
と
等
が
知
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
唐
代
の
域
程
は
、
大
漕
運
路
上
に

あ
る
中
央
（
転
布
一
使
）

の
堰
壊
も
、
そ
れ
以
外
の
務
州
管
軒
下
の
摂
壊
も
、
安
史
の
大
乱
を
機
と
し
て
、
共
に
適
正
料
貨
の
枠
を
越
え
、
利
源

的
徴
収
に
移
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る

J

唐
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藩
鎮
列
寵
以
後
の
唐
代
政
治
史
は
、
軍
開
化
し
た
藩
鎮
を
抑
圧
し
、
衰
弱
し
切
っ
た
中
央
政
権
を
再
興
強
化
せ
ん
と
す
る
唐
朝
の
振
朝
抑
藩

政
策
と
、
此
れ
に
根
強
く
反
発
し
た
藩
鎮
と
の
対
立
抗
争
を
軸
と
し
て
展
開
し
た
と
い
え
る
。
此
の
抗
争
対
立
は
権
力
の
二
大
構
成
要
素
で
あ

る
軍
事
と
税
財
制
と
の
部
門
に
於
い
て
最
も
激
し
く
著
れ
て
い
た
。
軍
事
は
措
い
て
税
財
制
に
一
例
を
と
る
と
、
先
掲
の
劉
長
の
塩
法
改
革
に

壊
程
と
共
に
取
上
げ
て
い
る
商
税
は
、
藩
鎖
が
安
史
の
乱
中
に
逸
早
く
起
徴
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
税
法
の
創
施
と
共
に
、
此
の
藩
鎮

の
課
税
権
を
一
切
否
認
し
て
中
央
の
徴
収
一
本
に
絞
る
方
針
を
打
出
し
た
唐
朝
と
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
既
得
権
と
し
て
温
存
持
続
せ
ん
と
し
た

藩
鋲
と
の
駈
引
対
立
の
展
開
が
唐
代
を
一
貫
し
て
商
税
問
題
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
所
が
同
じ
利
源
で
あ
る
壊
程
の
場
合
は
、
此
の
対
立
が

比
較
的
起
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
域
組
に
絡
む
中
央
と
藩
鋲
と
の
衝
突
は
た
だ
一
著
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
他
に
そ
う
し
た
事
件
の

所
伝
は
見
出
せ
な
い
。

堰
壊
の
う
ち
中
央
直
属
と
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
両
部
と
転
運
使
下
の
大
述
河
の
も
の
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
重
要
な
直
属
堰
域
は
主
と
し
て

江
治
方
面
に
在
り
、
よ
っ
て
此
の
直
属
堰
壊
は
屡
々
「
江
准
堰
様
」
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
た
。
先
に
引
用
し
た
上
元
の
勅
に
「
江
准
堰

塘
。
商
旅
牽
船
過
処
。
準
餅
納
銭
。
調
之
域
程
」
と
あ
る
は
此
の
表
現
の
一
例
で
、
同
様
の
例
は
後
文
の
引
用
史
料
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

此
の
転
運
使
下
以
外
の
も
の
は
蒋
州
の
管
理
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
国
の
彩
し
い
堰
壌
は
そ
の
殆
ん
ど
が
藩
州
の
管
理
下
に
お

か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
域
程
は
本
来
越
堰
の
牽
船
料
賃
で
あ
り
、
そ
の
税
徴
的
徴
収
へ
の
発
展
も
此
の
料
賃
の
基
礎
の
上
に
附
加
せ
ら
れ
て

行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
収
入
も
自
ら
そ
の
管
理
者
に
帰
属
す
る
。
叉
壊
壊
の
な
い
所
に
燐
程
を
起
徴
す
る
こ
と
は
常
識
的
に
あ
り
得

な
い
所
で
あ
る
。
政
治
秩
序
が
極
端
に
素
乱
し
て
い
た
唐
の
極
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
は
堰
壊
な
き
様
程
的
徴
収
が
初
ま
り
、
此
れ
が
宋
初
に

ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
が
、

一
応
の
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
所
で
は
様
程
は
堰
壊
・
が
あ
っ
て
初
め
て
起
徴
せ
ら
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。

"'.) 



ま
り
様
程
は
堰
壊
の
所
属
関
係
に
よ
っ
て
自
ら
そ
の
帰
属
が
決
定
し
、
且
つ
商
税
場
務
の
如
く
恋
に
そ
の
徴
収
箇
所
を
増
設
で
き
る
も
の
で
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
収
入
の
帰
属
を
め
ぐ
る
中
央
と
地
方
と
の
争
奪
が
避
け
ら
れ
た
所
以
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
然
し
争
奪
事

件
が
絶
無
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
唯
一
例
で
あ
る
が
、

か
な
り
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
事
件
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
一
言
し
た

前
西
の
李
鈎
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

唐
曾
要
時
八
轄
運
塩
鉄
綿
序
に

（
貞
一
克
〉
十
年
。
潤
州
刺
史
王
純
代
之

J

理
於
朱
方
。
敢
年
前
季
鈎
代
之
リ
塩
院
津
堰
供
張
侵
剥
。
不
知
紀
板
。
私
時
小
穏
厚
敏
行
人
。

多
是
鏑
始
也
。

と
て
、
李
鋳
な
る
者
が
塩
鉄
転
運
使
と
な
る
に
及
び
、
大
運
河
の
壊
程
を
増
徴
し
、
更
に
私
路
の
小
堰
に
き
で
域
程
厚
数
の
手
を
仲
し
、
私
路

小
壊
で
の
厚
放
の
風
潮
を
聞
い
た
と
あ
る
。
李
鈎
は
唐
室
の
一
族
で
、
貞
元
十
五
年
二
月
、
常
州
刺
史
か
ら
湖
西
観
祭
使
と
な
り
、
同
時
に
塩

鉄
使
を
兼
ね
て
利
源
を
握
り
、
勢
力
を
蓄
え
て
断
西
を
観
察
離
か
ら
節
度
務
（
鋲
海
軍
）
に
昇
格
さ
せ
、
や
が
て
叛
意
を
抱
き
、
元
和
二
年
十

月
、
憲
宗
の
為
に
諒
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
尤
も
李
錆
の
塩
鉄
使
は
そ
の
諒
滅
に
先
だ
っ
て
永
貞
元
年
に
社
佑
に
代
え
ら
れ
、
更
に
そ
の
翌
元

和
元
年
四
月
に
李
異
に
移
さ
れ
て
い
た
。
李
鋳
の
叛
意
を
察
し
た
唐
朝
が
そ
の
利
源
を
取
上
げ
る
為
に
取
っ
た
処
置
と
思
わ
れ
る
。
李
鏑
が
域

程
を
地
徴
し
た
と
い
う
の
は
、
塩
鉄
転
運
使
と
し
て
の
彼
が
掌
握
し
て
い
た
大
漕
運
関
係
の
堰
様
、
厚
数
し
た
私
路
の
小
堰
と
い
う
の
は
鎮
海

軍
節
度
使
と
し
て
の
彼
の
所
管
領
域
で
あ
っ
た
潤
・
常
・
杭
・
蘇
・
湖
。
睦
等
の
諸
州
の
堰
壊
の
う
ち
の
収
入
の
目
ぼ
し
い
も
の
で
、
そ
れ
ら

を
節
度
使
の
直
接
管
理
に
移
し
、
且
つ
そ
の
徴
収
額
を
増
し
て
利
源
と
し
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
、
氷
貞
元
年
に
塩
鉄
転
運
使
を

取
上
げ
ら
れ
た
卒
鈎
は
当
然
大
漕
連
関
係
の
域
程
を
新
塩
鉄
転
運
使
の
杜
佑
↓
李
巽
の
所
管
に
移
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
既
に
不
逗
の
志
を
抱

い
て
い
た
彼
ば
渡
し
て
い
な
い
。
冊
府
元
亀
坤
九
邦
計
部
・
河
渠
・
元
和
三
年
正
月
の
条
に

現
鉄
龍
太
4

繋
奏
。
江
抱
寝
様
。
頃
年
李
錆
在
断
西
。
奏
属
本
道
。
今
請
。
却
帰
本
司

J

従
之
－

v

唐
代
壊
程
考
（
日
野
）

四



唐
代
壊
程
考
（
日
野
）

四

と
あ
る
如
く
、
李
鋪
は
江
准
の
堰
壊
、
即
ち
転
運
使
所
管
の
堰
壌
を
街
西
鎮
海
軍
節
度
使
の
管
理
に
移
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
塩
鉄
転
運
使
を
取

上
げ
ら
れ
て
後
も
壊
程
の
徴
収
権
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
此
れ
が
李
巽
の
請
に
よ
っ
て
転
運
使
に
返
還
せ
ら
れ
た
の
は
李
鏑
諒
死
の
翌

々
月
に
当
る
元
和
三
年
正
月
で
あ
る
。
大
運
河
の
壊
程
が
大
き
な
利
源
と
し
て
徴
収
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
右
記

市
す
に
は
続
い
て

巽
叉
上
言
。
江
准
公
私
堰
様
。
因
循
権
置
者
三
十
三
所
。
並
罷
之
。

と
あ
片
、
）
江
准
の
公
私
因
循
権
置
の
榎
様
二
十
二
所
を
罷
め
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
李
鏑
が
壊
程
徴
収
の
目
的
か
ら
増
置
、
又
は
自

己
の
管
理
下
に
取
込
ん
だ
堰
壊
で
、
必
ず
し
も
大
潜
運
に
直
結
し
た
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
っ
て
或
は
撤
廃
し
、
或
は
も
と
の
管
理
に

戻
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
壊
程
を
め
ぐ
る
中
央
と
藩
鎮
と
の
利
権
争
い
は
此
の
事
件
を
管
見
唯
一
の
も
の
と
す
る
が
、
此
の

事
件
に
関
す
る
以
上
の
記
載
を
通
じ
て
、
壊
程
が
利
源
と
し
て
重
要
化
し
て
い
た
こ
と
、
此
の
利
源
化
は
転
運
使
管
下
の
大
漕
運
関
係
の
寝
壊

の
み
で
な
く
、
運
河
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
る
一
切
の
溝
渠
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
利
源
的
寝
壊
の
め
ぼ
し
い
も
の
は
藩

帥
の
管
理
下
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
藩
帥
の
管
理
に
入
ら
な
い
州
県
所
管
の
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
等
、
種
々
の
壊
程
関
係
を
察
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
占
ハ
）

唐
の
極
末
三
十
年
は
林
氏
掠
破
壊
の
徹
底
し
た
大
混
乱
時
代
で
、
藩
帥
や
州
長
は
群
雄
・
賊
帥
等
の
占
拠
す
る
所
と
な
り
、
彼
等
は
専
ら
攻
伐

併
呑
を
事
と
し
て
管
内
の
搾
取
を
強
行
し
、
郷
村
末
端
の
治
安
保
護
に
意
を
用
い
る
こ
と
無
く
、
郷
村
は
そ
れ
ぞ
れ
に
白
ら
を
街
る
外
な
か

っ
た
。
か
く
て
郷
村
や
郷
村
内
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
市
邑
は
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
兵
団
を
結
成
し
、
そ
れ
ら
兵
団
は
藩
州
か
ら
兵
団
と
し
て
の
公

認
を
受
け
、
外
鎮
の
列
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
自
衛
兵
団
J

を
義
軍
と
い
い
、
そ
の
普
及
に
よ
っ
て
義
軍
鎮
は
州
県
下
に
櫛
比
す
る
こ
と
と
な
っ



た
が
、
そ
れ
ら
の
義
軍
鎮
ぼ
肖
衛
丘
（
団
と
し
て
そ
の
経
費
を
自
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
小
盗
匪
の
横
行
す
る
大
混
乱
時
代
と

し
て
、
市
芭
郷
村
の
向
衛
兵
団
も
最
大
限
に
拡
大
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
経
費
は
住
民
の
重
い
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
堰
壌
の
あ
る
所
は
特
に

賊
の
築
様
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
照
の
上
下
に
越
堰
の
順
番
を
ま
つ
客
商
の
船
が
溜
っ
て
お
り
、
叉
越
堰
の
為
に
一
た
ん
船
か
ら
卸
さ
れ
て
堤

上
を
運
ば
れ
る
貨
物
が
陸
上
に
お
か
れ
て
い
て
、
掠
奪
の
収
穫
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

太
平
広
記
誤
報
応
部
・
李
惟
燕
の
項
に
、
広
異

記
に
出
ず
と
し
て

建
徳
牒
令
李
慌
燕
。
少
持
金
剛
経
。
唐
天
蟹
末
。
慌
燕
為
品
開
桃
郡
（
明
州
）
参
軍
。
秩
満
北
帰
。
過
五
丈
店
上
虞
江
壊
。
塘
破
水
喝
。
時

中
夜
晦
摂
。
四
廻
無
人
。
此
路
憲
一
多
劫
盗
。
怯
燕
舟
中
有
呉
綾
撤
百
匹
。
云
云
。

と
あ
る
は
、
太
平
の
時
代
に
於
い
て
さ
え
、
壊
壊
の
附
近
が
船
荷
を
ね
ら
う
鼠
賊
の
多
く
出
没
す
る
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
記
事
で
あ

る
。
叉
舎
一
唐
詩
唯
一
一
所
収
、
実
惨
の
詩
に
「
喜
陸
侍
御
破
石
間
草
飛
来
峯
亭
賦
詩
」
と
題
す
る
も
の
が
あ
り
、
同
じ
題
の
詩
は
法
嗣
・
王
緯
・

郭
槍
等
に
よ
っ
て
も
作
ら
れ
て
い
て
、
此
の
事
件
が
相
当
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
此
れ
ら
四
名
の
詩
を
通
見
す
る
に
、
石
様

は
江
辺
の
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
叉
右
四
人
は
何
れ
も
安
禄
山
の
乱
の
前
後
に
活
躍
し
た
者
で
あ
る
。
従
っ
て
唐
会
要
J
1

じ
州
県
改

置
・
江
南
道
・
治
州
の
項
に

掛
川
州
。
永
泰
一
克
年
十
月
。
分
自
目
一
州
・
品
開
川
・
歎
州
戸
口
。
於
（
育
問
晩
秋
浦
鯨
置
。
以
秋
浦
・
青
陽
・
杢
徳
井
析
置
石
喋
等
四
懸
隷
之
。

と
あ
っ
て
、
永
泰
元
年
に
石
媛
県
を
新
設
し
て
い
る
の
は
、
先
の
四
人
の
詩
に
祝
福
し
て
い
る
石
城
の
草
賊
撃
破
の
事
後
処
理
と
解
せ
ら
れ

る
。
寝
擦
の
近
側
に
は
牽
船
等
の
費
卒
が
暦
往
す
る
外
、
船
荷
の
積
卸
し
ゃ
積
換
、
更
に
は
売
買
等
の
者
が
集
っ
て
緊
落
や
附
を
形
成
し
て
い

る
場
合
が
多
〈
、
そ
ち
し
た
場
合
、
そ
の
努
落
や
町
の
名
は
薄
。
骨
折
そ
の
を
き
採
っ
て
某
壊
と
呼
ば
れ
て
い
勺
県
が
置
か
れ
た
石
践
は
明
か

に
石
壊
と
呼
ば
れ
る
坂
建
の
近
側
に
葬
達
し
た
町
と
解
せ
ら
れ
る
。
此
所
JP
襲
っ
た
寂
賊
は
、
そ
の
撃
破
、
が
数
人
の
詩
に
た
た
え
ら
れ
て
い
る

所
か
ら
推
し
て
か
な
り
の
巨
賊
で
あ
っ
た
ん
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
安
史
の
乱
に
乗
じ
て
蜂
起
横
行
し
て
い
た
賊
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
此
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の
事
件
も
亦
堰
域
及
び
そ
の
町
が
露
賊
の
好
目
標
と
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
唐
末
大
混
乱
期
に
就
い
て
こ
う
し
た
旗
賊
の
堰
態
襲
掠
事

例
は
未
検
出
で
あ
る
が
、
寧
ろ
実
際
に
は
ど
の
時
代
よ
り
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
此
れ
に
対
抗
し
て
行
く
為
に
は
堰
域
近
側
の
町
村
に
於

い
て
強
力
な
向
衛
兵
団
を
絢
織
す
ろ
外
な
レ
。
具
料
備
史
唱
開
平
三
年
五
月
丁
己
の
条
に
、

此
の
目
、

明
州
刺
史
と
し
て
卒
し
た
資
産
の
壮

年
時
代
、
即
ち
唐
米
大
混
乱
時
代
の
活
躍
を
述
、
ベ
て

後
潜
還
本
郷
。
官
群
衆
拠
平
嘉
開
。
時
様
知
州
事
務
撰
。
署
聞
F
t
伊
平
嘉
僻
将
。
有
衆
千
株
人
。

と
あ
っ
て
、
平
嘉
壌
の
町
が
そ
の
出
身
の
賀
県
を
主
帥
と
す
る
自
衛
兵
団
を
結
成
し
、
州
の
外
鎮
と
し
て
そ
の
兵
団
の
公
認
を
受
け
た
と
記
し

て
い
る
。
恐
ら
く
他
の
堰
壌
に
於
い
て
も
そ
の
近
側
に
町
村
の
で
き
て
い
た
所
で
は
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
兵
団
を
結
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
－
堰
壊
の
自
衛
団
の
形
成
に
就
い
て
は
先
に
詳
考
し
た
所
で
、
此
所
に
は
反
覆
を
さ
け
る
が
、
こ
う
し
た
寝
壌
の
自
衛
団
が
先
ず
そ
の
町
村

の
防
衛
に
任
じ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
此
の
町
村
の
生
活
が
繋
っ
て
い
る
越
壊
滞
留
の
客
商
の
船
を
も
獲
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の

自
衛
兵
団
は
、
特
小
型
か
除
く
外
、

一
般
に
は
千
人
前
後
を
兵
力
の
下
限
と
し
た
。
そ
れ
以
下
の
小
兵
力
で
は
犬
混
乱
の
世
相
の
下
で
は
寡
弱

に
す
ぎ
、
他
と
合
併
し
て
向
存
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
兵
力
の
維
持
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
平
時
在
家
の
郷
兵

を
合
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
相
当
の
経
費
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
少
か
ら
ぬ
部
分
は
当
然
規
程
の
収
入
に
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
客
商
も
亦

窟
賊
の
被
害
か
ら
免
れ
る
謝
酬
と
し
て
此
れ
に
応
ず
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
掛
程
に
は
越
堰
料
貨
の
外
に
警
備
費
部
分
が
加
え
ら
れ
て
行
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
支
中
に
は
併
せ
て
商
税
を
も
徴
す
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
う
し
た
推
定
を
裏
ず
け
る
自
衛
団
の
壕
程
徴
収
事
例

は
未
検
出
で
、
今
後
の
補
足
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

唐
大
詔
令
集
時
改
一
冗
天
復
赦
に

自
今
己
後
。
畿
内
軍
鎮
。
不
得
摂
於
要
路
及
市
井
洋
渡
。
十
号
置
率
税
雑
物
及
牛
馬
務
羊
之
類
。
其
有
違
犯
者
。
有
人
糾
告
、
以
柾
法
賦
論

之
。
諸
問
跡
鎮
節
級
及
詰
津
渡
。
動
問
。
毎
年
輿
販
育
妙
。
麗
有
難
求
。
致
令
停
滞
。
切
令
両
寧
・
京
兆
府
差
人
質
察
。
一
広
一
広
。



と
あ
っ
て
、
軍
鎮
が
要
路
や
市
井
津
渡
に
勝
手
に
税
場
を
置
い
て
商
税
を
徴
し
て
い
た
こ
と
、
県
鎮
や
津
渡
が
客
商
に
広
く
逝
求
し
て
い
た
こ

と
等
を
取
上
げ
て
此
れ
を
誠
め
て
い
る
。
対
象
地
域
を
畿
内
に
限
定
し
て
い
る
が
、
此
れ
は
此
の
当
時
の
唐
朝
の
威
令
が
畿
内
に
限
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
、
こ
う
し
た
弊
風
が
畿
内
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
軍
鎮
が
怒
に
商
税
を
課
し
、
津
渡
が
法
規
外
の
渡
過
料
を
要
求
し
た

の
は
、
勿
齢
、
将
吏
の
私
欲
に
因
る
所
も
あ
ろ
う
が
、
今
や
甑
れ
な
く
結
成
せ
ら
れ
て
い
た
自
衛
兵
団
の
経
費
を
、
上
か
ら
の
支
給
が
全
然
な

く
な
っ
た
現
状
の
下
で
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
性
に
由
る
所
が
大
き
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
然
ら
ば
域
側
の

自
術
団
が
壊
程
に
警
備
費
を
盛
込
ん
で
徴
収
し
、
又
商
税
を
課
徴
し
て
い
た
こ
と
も
類
推
可
能
と
い
う
ベ
・
き
で
あ
ろ
う
。
越
摂
の
商
船
は
そ
れ

だ
け
負
担
が
大
き
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（七）

初
め
に
一
言
し
た
如
く
、
堰
域
の
用
途
は
頗
る
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
大
抵
の
河
梨
に
は
堰
擦
が
至
る
処
に
築
か
れ
、
且
っ
そ
の
数
は
そ

の
地
方
の
開
発
が
進
む
に
連
れ
て
増
加
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
国
の
交
通
運
輸
は
多
く
水
路
が
利
用
せ
ら
れ
、
従
っ
て

大
抵
の
河
渠
が
運
河
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
一
切
の
堰
域
は
そ
の
用
途
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
越
堰
舟
行
の
施
設
と
そ

の
操
業
と
が
必
須
で
あ
っ
た
。

全
国
で
は
大
小
併
せ
て
彩
し
い
数
に
上
っ
て
い

従
っ
て
壊
程
徴
収
を
行
う
堰
壊
は
ど
の
河
渠
に
も
普
及
し
、

た
と
考
え
ら
れ
る
。
客
商
の
遠
隔
地
問
商
業
は
此
の
様
な
多
数
の
堰
を
越
え
て
往
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
壊
程
負
担

は
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
然
も
此
の
域
程
は
越
堰
の
適
正
料
賃
を
越
え
て
国
や
藩
州
の
利
源
的
徴
収
に
移
行
し
、
更
に
郷
村
に
櫛

比
寸
る
自
衛
団
の
奇
術
史
加
算
の
徴
収
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
負
担
は
そ
れ
に
従
っ
て
益
三
山
一
一
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
然
し
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
遠
隔
地
問
商
業
は
年
々
盛
ん
と
な
り
、
客
商
の
勢
力
も
愈
々
強
大
と
な
っ
て
行
っ
た
。
唐
の
極
末
か
ら
五
代
初
の
大
混
乱
期
に
も
此
の
趨

勢
は
衰
え
て
い
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
自
衛
団
の
警
備
費
を
合
め
た
壊
程
の
徴
収
は
、
負
担
の
増
大
と
し
て
客
商
の
活
躍
を
妨
げ
遠
隔
地
問
商
業

唐
代
壕
程
考
ハ
日
野
〉

一
四
五
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を
抑
制
し
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
警
備
に
よ
っ
て
彼
等
の
従
来
の
発
展
の
勢
を
大
混
乱
の
世
相
の
下
に
尚
よ
く
続
け
し
め
る
役
割
を
果
し

一
四
六

て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

註

ω
越
堰
船
の
積
荷
積
卸
に
就
い
て
は
東
方
学
三
十
三
相
個
所
載
の
拙
稿

「
府
代
堰
様
草
市
の
発
達
」
に
詳
述
し
て
い
る
。

六
典
沌
ニ
都
水
監
・
諸
津
の
項
に

諸
洋
在
京
兆
・
河
南
界
者
。
隷
都
水
監
。
在
外
者
。
隷
当
州
界
。

と
あ
る
は
、
こ
の
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。

社
会
経
済
史
学
三
十
巻
六
号
所
載
の
拙
稿
「
時
代
商
税
考
」
。

註
仰
の
論
文
参
照
。

(2) ）
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(5) 

路
町
会
要
惜
八
転
運
取
鉄
総
序
。
新
庶
審
理
戸
食
貨
志
等
に
向
一
記

事
あ
り
。

此
の
青
陽
は
街
入
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
で
括
払
を
附
し
て
お
い
た
。

註

ωの
論
文
参
照
。

註
仰
に
同
じ
。

此
の
こ
と
に
就
い
て
は
別
に
唐
米
自
衛
耐
の
研
宛
と
し
て
詳
考
し
て

い
る
の
で
、
一
史
め
て
発
表
す
る
。

(0) (8) (7) (6) 




