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晴
代
に
お
け
る
墜
業
資
本
に
つ

い
て

(下
)

五

西
経
の
墜
商
'
即
ち
揚
州
の
盤
商
を
除
い
て
は
そ
の
他
の
塵
商
の
資

本
は
各
地
と
も
極
め
て
微
薄
で
あ
っ
た
｡
農
商
に
つ
い
て
は

｢
蔑
商
も

①

と
殴
富
鮮
し
｡
直
預
各
岸
叉
痔
霞
多
L
L

と
か

｢
長
薦
堕
商
は
殴
商
幾

ん
ど
な
-
'
累
商
甚
だ
多
し
｡
･･････往
々
鎮
錦
に
向
つ
て
通
融
し
て
以

て
漫
本
と
な
す
.

多
き
者
は
数
馬
金
を
借
貸
し
'

少
き
者
も
亦
数
千

②

南
｣
も
つ
て
能
-
迅
速
提
蓮
し
て
誤
る
な
し
｣

と
見
え
る
や
う
に
'
元

来
蔑
商
は
そ
の
行
盤
地
が
費
霧
な
と
こ
ろ
か
ら
有
力
な
堕
商
が
な
-
I

録
鋪
庵

どか
ら
資
金
を
借
-
て
ゐ
A
J.:
叉
薦
商
は
官
鹿
か
ら
生
息
銀
を

借
-
て
ゐ
る
｡
成
豊
七
年
に
は
現
銀
五
割
'
砂
票
二
割
'
飴
三
割
は
毎

③

月
京
錯
四
千
文
を
按
じ
て
交
柄
せ
し
め
て
ゐ
る
｡

叉
同
治
十
三
年
に
は

④

塵
務
生
息
銀
五
嵩
南
を
借
り
て
ゐ
る
｡
併
し
'
薦
商
が
墜
業
資
金
と
し

伯

ふ
畠

g環

て
多
量
に
借
り
勢
け
た
の
は
内
務
府
貸
出
し
の
帝
本
で
あ
っ
た
｡
乾
隆

五
十
九
年
以
前
に
は
毎
年
七
十
寓
帝
位
で
あ
つ
な
が
'
そ
の
後
次
第
に

増
加
し
て
百
五
十
寓
雨
に
至
っ
た
.
侍
そ
の
外
河
南
町
料
債
､
直
隷
の

永
利
'
意
外
蓉
す
る
所
の
帯
本
は
百
甫
南
を
下
ら
ず
'
帝
息
重
く
､
そ

の
上
図
家
の
大
経
費
あ
る
毎
に
､
壁
商
は
指
輪
を
強
制
せ
ら
れ
'
後
に

は
賢
際
に
旅
す
る
所
､
割
嘗
て
の
一
二
割
に
す
ぎ
ざ
る
有
棟
で
産
商
の

積
欠
は

這

こ
這

起
因
す
る
と
い
琵

て
ゐ
S

光
緒
初
年
蓋

っ

て
は
'
内
務
府
の
帝
利
生
息
銀
を
欠
解
し
た
1

め
'
直
隷
絶
督
を
し
て

⑥

慶
年
托
欠
の
解
選
を
催
促
せ
し
め
て
ゐ
る
｡

蔑
商
の
連
発
資
本
は
常
に
紋
乏
し
て
ゐ
た
が
'
-義

和
圃
事
件
に
直
隷

省
が
兵
前
に
か
･･1
つ
で
以
後
､
殴
商
:も
襲
弟
多
-
1.
而
も
天
津
金
融
界

が
活
動
を
停
止
し
ね
た
め
'
森

々
資
金
難
に
陰
っ
た
.
速
に
日
本
の
正

金
銀
行
か
ら
銀
四
十
罵
両
を
借
り
､
毎
年
八
蒼
五
竜
の
息
を
以
て
ニ
ケ

～

一一38
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⑦

牛
を
以
て
返
還
す
る
と
と
に
し
て
ゐ
る
｡

叉
東
商
は
濁
悌
露
国
よ
り
玉

顔
の
借
款
を
し
て
ゐ
た
の
で
'宜
統
三
年
に
は
大
清
銀
行
は
七
百
甫
両
'

⑧

直
隷
銀
行
は
六
十
甫
爾
'
夫
々
麓
商
の
た
め
外
債
を
償
っ
て
ゐ
る
｡
こ

れ
が
た
め
'
そ
の
引
地
は
商
運
が
不
可
能
と
な
や
､
速
に
官
耕
に
掃
し

⑨

て
ゐ
･る
｡
か
-
の
如
-
多
額
の
外
資
が
清
朝
の
末
期
か
ら
塵
業
に
導
入

さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
､
特
に
注
目
す
べ
き
現
象
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
｡

長
蔑
塵
商
と
し
て
は
巳
に
明
初
'
山
西
'
漸
江
､
安
徴
等
出
身
の
商

⑩

人
が
活
躍
し
て
ゐ
る
が
'
そ
の
後
に
お
い
て
も
山
西
､
新
江
'
直
隷
等

の
出
身
者
が
多
い
こ
と
は
､
新
修
長
蕉
塵
法
志
巷
十
七
人
物
の
保
に
見

え
る
通
-
で
あ
る
｡
薙
正
味
批
諭
旨
部
縛
'
薙
正
十
年
十

1
月
初
七
日

･の
殊
批
諭
旨
に
よ
る
と
'
東
商
空

音

三
十
二
人
偽
っ
た
と
記
し
て
ゐ

る
.
蔑
商
の
行
塵
地
は
清
盛
法
志

巻

瓦

に
よ
れ
ば
百
八
十
四
州
願
あ

る
｡
清
代
東
壁
引
地
の
改
隷
は
極
-
僅
か
で
あ
る
か
ら
'
今
こ
れ
を
論

外
に
海
S
て
計
算
す
る
と
7

一
商
の
引
地
は
平
均

1
願

に
も
及
ぼ
払

ヽ

-い
｡

(○
'
八
勃
)
叉
額
引
は
傾
拾
元
年
'
正
引
七
十

一
高
九
千
五
首

⑪
道
､
嘉
慶
五
年
に
は
九
十
大
高
六
千
四
十
六
引

(毎
引
三
百
斤
)
と
見

′

⑫

え
る
.
仮
に
嘉
慶
五
年
を
と
っ
て
見
る
と
､

一
商
の
平
均
行
違
塵
引
は

約
望

丁
一
百
六
十
四
引
と
な
る
｡
尉
済
美
.
許
宏
遠
等
推
商
の
1
人
拡

し
て
二
十
数
馬
引
を
行
違
し
て
ゐ
た
豪
商
に
比
べ
:dP
と
､
そ
の
資
本
の

小
な
る
こ
と
'
問
題
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
想
像
に
飴
L,a
あ
る
で
あ
ら
う
.

享
':,:･I'Tl.:;I.PI.I,:..ii:;,::3::I,.:
1,日:.:=.?.I:.,.;:,I.1''.I.I.:I::.::I;..tj
..J
.:I;::
.;,:"I:::.I..:,mT7.;::i.;i...:[
.JH
t:.'門
:...:.I.｡
T
'::

nj
経
皆
の
盟
商
の
資
本
も
極
め
て
微
薄
で
'
数
百
引
乃
遵
数
十
引
を
取

蓮
す
る
庭
過
ぎ
な
か
っ
た
で
八
百
引
に
及
ば
ぬ
陸
商
は
商
名
を
立
つ
る

を
許
さ
ず
'
永
輿
以
下
六
綱
の
組
合
を
組
織
L
T
す
べ
て
の
引
商
は
こ

れ
に
隷
属
せ
し
め
､
綱
首
が
こ
れ
を
経
理
し
た
｡
山
東
は
こ
の
外
'
古

く
よ
り
票
法
が
行
は
れ
'
票
商
が
あ
る
が
'
産

土
著
の
者
で
更
に
弘
商

よ
基

本
が
小
で
あ
っ
髄

嘉
慶
五
年
に
豊

飴
罰

字

義

飴
引

⑯

に
勤
し
..
轟

票
約
三
十
三
高
額
で
あ
つ
ね
｡

山
東
鴇
高

も
や
は
-
布

利
銀
に
依
存
す
る
所
多
-
'
嘉
慶
初
年
以
後
'
帝
利
と
河
エ
と
が
避
増

し
､
こ
れ
が
た
め
に
'
商
カ
が
疲
乏
し
た
と
い
は
れ
る
｡
こ
れ
に
は
種

々
の
名
目
が
あ
り
'
僚
船
生
息
銀
十
九
甫
爾
以
下
八
種
薪
に
も
及
ぶ
生

息
帝
利
銀
が
強
制
せ
ら
れ
､
通
計
百
九
十
九
帯
丙
､
毎
年
息
銀
が
二
十

⑯

1
高
に
及
.b
.
こ
れ
は
正
に
正
課
に
等
し
か
っ
た
と
い
ふ
｡
光
緒
初
年

に
至
っ
て
は
内
務
府
の
生
息
帯
利
銀
の
九
解
を
生
じ
､
山
束
巡
撫
を
し

⑰

で
歴
年
托
欠
.の
督
促
を
な
さ
し
め
て
ゐ
る
｡

･･-39
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南
新
で
は
す
.で
に
明
代
よ
-
引
票
並
び
行
は
れ
′て
ゐ
る
が
､
票
堕
が

▼

行
ほ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
自
身
大
資
本
の
豪
商

が
あ
ま
-
存
在
せ

チ
.
小
資
本

O.粟
版
に
よ
っ
て
敬
遠
を
行
は
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と

堅
示
し
て
ゐ
る
O
束
筆
録
乾
隆
四
に

『
漸
江
盟
債
の
貴
き
は
固
よ
り
芽

鰻
の
産
少
き
紅
あ
り
'

∩
場
産
の
少
き
は
し
亦
商
本
の
艶
殊
に
rjj
る
』

と
あ
る
や
う
に
'
塵
商
資
本
の
薄
霧
な
こ
が
塵
債
の
騰
貴
を
来
す
こ
と

を
い
っ
て
ゐ
る
｡
即
ち
資
金
の
映
乏
が
生
産
の
槍
大
を
妨
げ
'
従
っ
て

堕
億
の
覇
者
を
衆
し
た
の
で
あ
る
.
叉
南
新
に
は
薙
正
時
代
'
僅
か
二

⑱

三
官
金
の
小
資
本
の
重
商
が
ゐ
売
こ
と
を
侍
へ
て
ゐ
る
が
'
南
新
行
塵

地
は
透
ま
-
虞
大
で
な
い
か
ら
'
雨
粒
行
塵
地
の
如
上

大
資
本
の
塵

商
で
な
-
て
も
放
逐
が
可
能
で
あ
9
た
か
ら
で
あ
る
｡

南
新
は
徴
州
に
接
近
し
て
ゐ
を
関
係
上
'
巳
に
明
代
か
ら
多
数
の
徴

州
出
身
者
が
杭
州
へ
流
寓
し
て
盟
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
｡
す
で
に
述
べ

た
如
-
'
徽
州
の
豪
商
は
主
と
し
て
揚
州
に
於
い
て
活
躍
し
た
が
'
両

頭

で
は
徴
州
の
第
二
流
､
三
淀
の
徴
商
が
ゐ
た
ら
し
S
.
重
修
南
新
塵

迭
志
巻
二
十
五
商
帝
の
僕
に
よ
-
'
繭
新
盤
商
の
出
身
地
を
見
る
と
'

三
十
五
名
申
徴
州
出
身
者
が
二
十
八
名
､
う
ち
明
代
に
移
住
せ
る
者
丸

亀
'
清
朝
時
代
十
九
名
'

他
は
銭
琴

l名
'
無
錫

二
名
'
不
名
四
名

で
港
る
が
へ
徽
州
以
外
の
出
身
者
は
皆
乾
隆
時
代
に
見
え
る
堕
商
で
息

る
｡
明
代
か
ら
清
新
に
か
抄
て
は
徴
州
出
身
の
堕
商
が
活
躍
し
.
そ
れ
＼

に
刺
戟
せ
ら
れ
て
南
新
そ
の
他
の
地
方
の
塵
商
が
出
現
し
た
や
う
で
あ

る
｡南

新
の
塵
商
に
封
す
る
帝
利
銀
の
割
嘗
て
も
亦
過
重
で
'
海
塘
歳
修

布
本
官
寓
両
を
始
め
'
各
席
塘
工
歳
修
帝
本
'
緯
匪
衛
本
'
岡
安
船
帝

本
､
旗
替
馬
債
有
本
'
敷
文
書
院
帝
本
'
育
嬰
堂
布
本
､
旗
替
堂
寄
木

等
通
計
銀
百
八
十
八
嵩
九
百
両
､
制
鏡
二
帯
貫
､
息
銀
二
十
二
甫
七
千

⑩

二
百
両
'
憤

二
千
某
と
い
ふ
多
額
に
上
っ
て
ゐ
る

｡新江掩於
い
て

特
色
あ
る
存
在
は
帝
盟
で
あ
る
.
玲
台
琴

二
府
の
塵
場
は
製
塵
が
旺
盛

､で
'
､､常
に
飴
塵
が
あ
-
､
竃
戸
は
こ
れ
を
透
漏
し
正
引
を
妨
擬
し
夜
の

で
'
薙
正
六
年
李
衛
は
特
に
努
銀
八
寓
雨
を
歯
員
に
交
付
し
'
除
塵
を

牧
買
し
て
帝
商
に
版
膏
せ
し
め
た
｡
つ
S
で
叉
玉
頚
'
舟
山
'
岱
山
'

舵
鰭
'
崇
明
解
に
も
推
及
し
た
.
新
盤
が
割
合
に
大
局
を
維
持
し
え
た

の
は
,
仝
-
若

布
讐

負
ふ
所
が
大
で
あ
る
と
い
淀

て
ゐ
麺

併
〉

≠

- 140-

し
.
成
豊
時
代
に
至
る
や
.
髪
賊
の
昧
塊
を
被

少'
塵
商
は
四
散
し
'

こ
れ
よ
り
大
部
分
が
官
連
に
蹄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
.

福
建
盟
は
そ
の
行
盟
地
が
狭
小
で
､
従
っ
て
福
建
の
塵
商
も
元
衆
資

力
が
薄
謝
で
あ
る
｡
弗
正
殊
批
輸
皆
'
高
其
停
薙
正
長
年
九
月
初
三
月
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の
株
批
諭
旨
に

『
閣
省
既
に
外
地
鏡
裕
の
商
な
-
'
本
地
の
商
も
ま
た

多
く
は
本
薄
-
'
カ
射
き
の
人
な
-
』
と
見
え
'
叉
末
輩
綾
錦
光
緒
五

十
三
に
も

『
閏
南
本
薄
-
.
資
微
な
-
｡
叉
未
だ
厚
-

咽
カ
を
集
め
'

轟
魔
稜
巡
す
る
能
は
ず
』
と
見
え
る
｡
か
や
う
に
硝
建
堕
商
･の
資
本
は

微
薄
で
あ
っ
充
と
こ
ろ
か
ら
'
布
本
銀
が
早
Y
か
ら
貸
輿
せ
ら
れ
て
ゐ

夜
｡
栢
建
盤
の
正
雑
株
銀
三
十
六
寓
雨
に
勤
し
'
防
塵
帝
本
銀
十
三
甫

両
が
貸
輿
せ
ら
れ
夜
.
こ
れ
は
利
息
を
徴
収
し
な
い
か
ら
問
題
外
で
あ

メ/′

る
が
'
諸
種
名
目
の
帝
本
銀
八
十
飴
甫
雨
が
強
制
貸
付
け
せ
ら
れ
'
そ

の
利
息
は
丸
帯
除
両
に
達
す
る
.
元
爽
'
帝
本
は
盤
商
の
資
金
難
を
救

済
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
後
に
は
政
府
登

麹
菌
を

諺
殖
利
の
好
勤
象
と
考

へ
､

鷺

の
誓

は
へ

｡
去

ら
始
豊

泉

.稿
藩
に
潜
い
て
も
壁
商
の
没
落
と
共
に
各
行
塵
地
に
お
い
て
巳
む

変
え
ず
官
選
を
行
は
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
｡

爾
虞
塵
商
は
庚
幣
の
初
年
'
三
年
毎
に
里
下
よ
-
報
充
L
t
こ
れ
を

排
商
と
辞
し
て
ゐ
た
が
'
弊
端
百
出
し
た
の
で
'
殴
賢
の
戸
を
あ
げ
て

長
商
と
し
た
｡
長
南
に
は
場
商
､
埠
商
の
置
別
が
あ
る
｡
場
商
は
資
本

を
投
資
し
て
堕
を
悠
具
し
'
埠
商
は
場
商
よ
-
盟
を
累
っ
て
欺
運
行
鎗

し
売
｡
然
る
に
場
商
の
資
本
は
微
薄
で
亀
戸
の
産
壇
を
す
べ
て
牧
買
す

る
こ
と
が
拘
束
な
か
つ
ね
た
め
'
廉
廉
五
十
七
年
､
場
商
を
廃
し
'
薄

庫
よ
り
帝
本
銀
三
十
六
常
飲
爾
を
蕃
出
し
て
亀
戸
の
塵

を
買

上
げ
し

め
'
叉
政
府
で
は
官
糖
二
百
七
十
隻
を
作
や
'
速
算
を
官
給
し
て
塵
の

集
横
地
束
開
'
潮
橋
に
蓮
逢
し
て
埠
商
の
配
蓮
に
便
し
た
｡
と
こ
ろ
が

こ
の
埠
商
も
亦
資
本
極
め
て
費
蕗
で
あ
っ
た
の
で
'
前
敬
の
布
本
銀
も

い
つ
し
か
使
ひ
果
し
て
返
却
が
出
奔
ず
倒
弊
し
た
.
蓋
し
'
卑
商
は
多

-
は
土
着
で
行
鶴
首

熟
知
す
る
者
少
も

新
商
が
硯
ほ
れ
る
と
'
衆
商

.が
皆
硯
て
歯
肉
唆
ふ
''(
L
と
だ
ま
し
へ
利
益
を
得
ん
と
し
ね
な
め
に
'

新
商
も
数
年
な
ら
ず
も
て
没
落
し
喪
｡
そ
こ
で
乾
隆
五
十
四
年
殴
商
を
ー

勤
誘
し
.て
資
金
百
四
十
飯
高
雨
を
集
め
､
先
饗
の
衛
本
銀
三
十
六
高
帝

を
返
納
し
な
療
-
敬
遠
津
に
存
置
し
て
聾
本
と
な
し
.
出
資
南
中
よ
SPl

老
成
練
達
者
十
名
を
韓
び
て
絶
商
と
な
し
'
省
城
の
絶
局
に
あ
-
て
l

切
を
経
理
せ
し
め
た
｡
叉
親
局
の
も
と
に
大
穂
を
要
地
に
分
設
し
､
叉

/

琴
南
蛙
こ
の
大
穂
に
分
隷
せ
し
め
た
｡
級
商
は
聾
本
を
領
出
し
て
聾
を

-

各
六
櫨
ま
で
分
速
L
t
埠
商
は
各
櫓
よ
-
買
蓮
し
た
.
親
商
に
は
こ
れ

ま
で
の
倒
草
各
商
の
績
欠
は
勿
論
､
無
著
の
努
息
'

1
封
の
課
駒
等
e
L

L
取
立
て
の
責
任
を
負
は
き
れ
た
｡
こ
れ
が
改
埠
蹄
綱
と
S
は
れ
る
｡
こ

･T41-

れを行ふこと十飴年にして穂商はその責任を果すことが出奔海-敦や､連本歌も流用して｣ハ十飴甫南を麻衣する紅至つ
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た
O
速
に
綾
南
の
責
任
が
埠
商
に
棒
線
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
､
寡
慶

十
年
'
絶
商
を
厳
し
'
埠
商
中
の
老
練
者
六
人
を
接
ん
で
六
硬
の
事
務

を
経
理
せ
し
め
た
｡
彼
等
は
皆
自
己
の
資
金
を
以
て
連
盟
を
行
ひ
'
三

年
毎
に
交
代
し
て
そ
の
凋
占
化
を
防
止
し
'
絶
局
を
改
め
て
公
所
と
し

⑳

た
｡
こ
れ
が
改
綱
蹄
所
と
解
せ
ら
れ
る
｡

以
上
は
両
虞
に
お
け
る
盟
業
経
営
奨
連
の
大
略
で
あ
る
が
つ
た
ゞ
虞

西
は
連
取
に
廃
し
'
搬
蓮
が
困
難
で
利
益
が
少
小
か
ら
'
盟
商
は
行
-

を
好
ま
ず
｢.
古
-
よ
-
官
民
商
賓
を
論
ぜ
ず
'
資
金
を
有
す
る
者
が
'

贋
束
に
行
い
て
盟
藍
只
ひ
､
夜
ゞ
梧
州
に
廠
を
瓢
け
て
之
を
植
し
て
ゐ

⑳

㊧

た

が

'
/
併
し
全
般
と
し
て
は
官
蓮
骨
鋸
が
行
ほ
れ
て
ゐ
た
｡
を

の
資
金

⑳

と
し
て
は
多
く
鏡
糧
を
用
ひ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
｡
ー

上
述
の
如
く
'
南
庚
盟
商
の
資
本
は
あ
ま
り
豊
富
で
は
な
か
つ
ガ
の

F''
諸
方
面
か
ら
資
金
を
調
達
し
て
ゐ
た
｡
薙
正
五
年
に
は
虞
束
洋
行

か
ら
銀
二
甫
丙
の
融
資
を
う
け
て
ゐ
る
.
先
づ

1
千
両
を
掬
除
せ
ら
れ

渇
の
で
､
管
際
の
借
銀
は

一
高
九
千
両
で
凱
る
が
､
こ
れ
に
勤
し
利
息

i
,し
て
七
千
二
百
両
を
支
排
っ
て
te.る
｡
即
ち
年
四
割

一
分
と
い
ふ
随

⑳

分
高
い
利
息
で
あ
る
｡
叉
雨
贋
の
盤
商
は
虞
束
駐
防
八
旗
の
生
息
銀
を

借
り
て
資
金
と
し
て
ゐ
る
.
薙
正
味
批
諭
旨
に
は
展
々
そ
の
記
載
が
見

え
て
ゐ
る
.
六
千
両
乃
至

一
高
八
千
両
と
い
っ
た
極
-
僅
少
の
額
で
'

そ
の
利
息
は
毎
月
一
両

に
-つ
き
'
二

分
五
資
乃
至

†分
五
変
で
あ
?

た
.
逢
引
に
鷹
じ
て
塵
商
に
分
借
し
,
そ
の
事
務
は
塵
運
傍
が
取
扱
っ

て
ゐ
た
｡
生
息
銀
は
塵
商
に
貸
興
し
'
或
ひ
は
典
常
食

開
き
'
田
園
を

l

鴎
買
し
､
貨
物
亀

積
す
る
等
､
各
頂

に
投
資
し
蒜

殖
爵

つ
ね

が
'
典
雷
の
利
息
は
常
時

一
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
､
生
息
銀
の
大

部
分
笠

と
し
て
鷺

に
貸
興
し
て
利
息
爵

つ
訴

軍
人
の
利
殖
法

と
し
て
は
最
も
確
賢
で
利
潤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

南
贋
塵
商
の
資
金
と
し
で
多
大
の
割
合
を
占
め
る
針
の
は
'
他
の
墜

商
の
場
合
に
お
け
る
と
同
じ
く
帝
利
銀
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
｡
八
旗
生
息
銀
も
そ
の
一
つ
や
あ
る
が
'
そ
の
他
'
演
省
練
本
'
虞

西
捕
費
等
通
計
七
十
飴
寓
両
が
毎
年
堕
商

旋貸
付
け
ら
れ
､
利
息
八
甫

飴
両
を
収
め
た
｡
･
U
れ
ら
の
本
息
の
徴
柄
が
嘉
慶
の
頃
か
ら
漸
-
困
難

42

⑳

に
な
つ
た
こ
と
は
亦
他
の
盤
場
と
襲
少
は
な
い
｡

川
商
に
つ
い
)て
は
束
華
緯
線
光
緒

一
五
八
に

『
川
省
聾
商
皆
集
股
朋

充
に
係
る
.
資
本
微
薄
な
り
0
認
鈴
の
口
岸
は
大
都
散
漫
'
零
星
に
し

∫て
､
寓
と
し
て
両
涯
の
如
く

段
賢
博
層
な
ら
ず
｡
近
爽
'
本
重
-
刺

欲
に
し
て
廠
岸
交
々
困
し
む
』
と
見
え
る
や
う
に
'
そ
の
口
岸
は
離
散

L
t
而
も
零
星
に
し
て
資
本
微
薄
で
あ
っ
た
｡
元
来
へ
四
川
に
は
北
采
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の
頃
か
ら
河
東
塵
が
'
運
搬
錦
嘗
せ
ら
れ
.
清
の
確
正
年
間
に
あ
い
て

さ
へ
僻
五
嵩
席
の
河
東
塵
が
四
川
に
遺
骨
せ
ら
れ
る
有
様
で
､
四
川
堕

の
開
敬
が
甚
だ
お
-
れ
て
満
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
ら
う
?
川

人
は
行
塵
を
曙
ん
ぜ
ず
'
後
に
産
盤
が
多
-
な
つ
て
も
'
依
然
と
し
て⑳

駅
西
'
山
西
の
盟
商
が
主
と
し
て
四
川
の
聾
業
に
投
資
従
事
し
て
ゐ
た
9

同
拾
二
年
完

で
も
嘉

は
'
駅
西
商
魂

七
八
割
､
四
川
人
遥

か

に
二
三
割
を
所
有
せ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
.
そ
こ
で
四
川
の
盛
業
は
主

と
し
て
駅
西
商
人
の
農
本
に
よ
っ
て
蓮
督
せ
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る

が
､
同
治
の
初
め
鴻
匪
が
四
川
に
属
人
し
た
た
め
､
駅
西
商
人
は
そ
の

資
本
を
多
-
原
籍
に
蓮
回
し
ね
が
､
時
宛
も
隣
回
の
焚
椋
を
被
-
†
陳

⑳

商
も
亦
協
落
し
た
｡

河
東
塵
商
も
亦
そ
の
資
本
の
小
な
-
し

こ
と
は
遵
法
議
略
巻

一
に

｢
河
東
の
誓

零
星
な
-
｡

毎
人
耕
矧
数
警

百
二
十
引
至

芸

良
)
に
過
ぎ
ず
｣
と
見
え
､
束
華
緯
鎌
光
緒
十
三
に

｢
山
駅
南
版
の
資

本
に
至
り
て
は
､
本
と
甚
だ
し
-
充
た
す
｣
と
見
え
る
.
河
東
塵
の
蓮

鋸
に
大
資
本
の
商
人
が
投
資

し

な
か
っ
た
の
は
多
数
の
塵
官
が
殆
ん
ど

す
べ
て
の
聾
引
敬
入
手
し
て
'
こ
れ
を
小
介
し
て
小
商
人
に
韓
膏
し
た

⑳

た
め
で
あ
る
と
い
は
れ
る
｡
元
来
河
束
塵
は
坐
商
が
自
ら
生
産
し
て
蓮

錦
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
'
資
本
が
小
な
る
た
め
'
遠
方
に
連
銀
す
る

こ
と
が
出
奔
な
-
な
っ
た
の
で
'
別
に
蓮
商
或
ひ
は
彩
商

(合
資
の
商

人
)
を
集
暮
し
て
連
盟
の
権
利
を
坐
商
か
ら
租
借
せ
し
め
た
.
併
し
t
I.

河
東
の
引
地
は
山
西
へ

駅
西
'

河
南
の
三
省
に
跨
り
､

而
も
療
直
参

く
つ
あ
ま
-
利
益
が
な
れ
ノつ
た
と
見
え
.
塵
商
の
倒
乏
す
る
者
が
多
か

っ
た
｡
乾
隆
四
十
七
年
に
は
引
地
を
上
中
下
の
三
等
に
分
ち
'
抽
銭
に

ょ
っ
て
欲
す
る
所
を
え
ら
ば
し
め
'

偏
枯
す
る
所
な
-
∵

調
剤
せ
し

め
'

五
年
交
代
を
と
ら
し
め
た
｡

然
る
に
'

商
人
の
東
充
す
る
者
な

く

後
逸
に
長
南
に
改
め
た
が
.
稜
弊
相
仇
少
､
乾
酪
五
十
七
年
に
は

連
商
を
麿
L
t
蹄
入
地
丁
の
法
潜
行
ひ
官
選
に
蹄
し
て
ゐ
る
｡
爾
後
へ

再
三
堕
政
の
改
革
を
行
っ
た
が
'
い
づ
れ
も
失
敗
に
蹄
し
､
塵
商
は
皆

破
産
し
て
雪

が
'
そ
れ
誇

束
の
鷺

は
雪

基

本
が
噴

く
な

い
上
に
'
官
吏
の
需
索
が
特
に
甚
だ
し
か
つ
な
た
め
で
あ
っ
轟
.

･1

一

- 43

⊥
ハ

清
朝
末
期
に
至
る
と
'
生
産
手
段
た
る
盤
場
並
に
そ
の
附
廃
物
は
殆

ん

ど皆
生
産
者
た
る
竃
戸
の
手
を
離
れ
て
塵
商
の
所
有
に
蹄
し
た
｡
塵

商
の
資
本
が
塵
場
に
投
下
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
.
併
し
前
章
に
溶
い
て

述
べ
た
や
う
に
､
揚
州
堕
商
を
除
-
外
､
他
は
概
ね
資
本
は
微
薄
で
'

綾
南
'
銭
荘
'
鏡
錦
等
の
金
融
資
本
家
或
ひ
は
政
府
か
ら
資
本
を
借
用



1朗

し
て
ゐ
夜
の
で
'
そ
の
利
潤
牲
椅
ん
ど
皆
政
府
も
し
く
按
金
融
資
本
家

に
吸
牧
せ
ら
れ
た
O
叉
河
エ
'
軍
需
.
賑
他
に
際
し
て
は
多
額
の
報
数

銀
の
捕
縄
を
強
要
せ
ら
れ
た
た
め
に
つ
い
は
ゆ
る
飴
剰
償
値
を
更
に
他
AIh

の
企
業
に
投
資
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
'
揚
州
堕
商
を
除
い
て
は
稀
少
で

①

あ
つ
売
や
う
で
あ
る
｡
薙
正
時
代
長
産
の
塵
商
が
典
業
を
経
督
し
'
新

'M
i,:.;.17...:ri;i:I::∴
::..,7;;I.i.1.:M.:i:.:"M..:7.1
::I.:..!l:,･..;,::,..'･tl:;(..I.71J.:qt?;;..:
.,I..Ii::.:H:;:...Imf,Li:,.i.i:;;::.:･iJ
;約..･.,i..T.II.a
,1lJ:,..〟

の
企
業
へ
の
多
額
の
投
資
と
S
へ
哲

概
ね
揚
州
の
連
覇
に
限
ら
れ
て

ゐ
た
観
が
あ
る
｡

例
へ
ば
'
徴
州
出
身
の
揚
州
塵
商
黄
履
遇
は
兄
弟
四
人
と
共
に
盟
業

霞

て
警

起
し
･
傍
ら
揚
州
に
お
い
て
薬
鋪
姦

脅
し
て
ゐ
3
.

1或

ひ
は
徴
州
出
身
の
臭
老
典
は
揚
州
に
お
い
て
質
庫
十
店
を
軽
脅
し
'

1

時
は
江
北
の
富
.
そ
の
右
に
出
づ
る
者
な
-
､
老
典
の
名
も
そ
の
廃
業

･

か
ら
至

芸

れ
苦

い
細
.

叉
揚
州
鷺

が
多
額
の
資
本
最

じ
た

企
業
は
木
版
業
で
あ
る
｡
清
朝
時
代
瑚
虞
は
清
朝
の
米
倉
と
解
せ
ら
れ
･

⑥

る
ほ
ど
で
'
そ
の
出
米
額
は
査
閲
で
も
首
位
を
占
め
て
ゐ
る
.
t湖
虞
に

お
い
て
は
多
額
の
米
の
買
占
め
を
禁
止
し
て
ゐ
た
が
､
揚
州
盤
商
は
回

基
船
に
多
量
の
米
を
買
ひ
て
装
蓮
し
た
｡
薙
正
味
批
諭
旨

(連
枝
)
薙

正
十
年
二
月
二
十
四
日
の
保
に
は

『
外
販
米
船
'
巳
に
由
首
班
あ
-
0

徹
し
て
堕
商
の
互
座
薬
遥
す
る
者
へ
尤
も
以
て
数
詐
す
べ
か
ら
ず
0
月

下
発
憤
己
に
漸
-
埠
加
す
』
と
見
え
へ
塵
商
の
多
額
の
発
の
巽
占
め
か

ら
'
湖
庚
の
米
債
が
勝
算
し
た
こ
と
を
い
っ
て
お
る
か
ら
'
揚
州
塵
商

は
か
な
-
多
額
の
米
を
装
蓮
し
た
に
相
違
な
い
q

揚
州
墜
商
の
米
の
冥

-

､
蓮
は
よ
ほ
ど
有
名
で
あ
っ
夜
と
見
え
'＼
長
沙
願
意
巻
十
六
風
土
の
健
に

も

『
推
商
連
を
載
せ
て
衆

か
'
栄
を
載
せ
て
去
る
』
と
見
え
て
ゐ
る
｡

叉
揚
州
塵
商
は
回
碁
盤
船
に
釆
の
み
な
ら
ず
')
石
衆
等
も
装
逢
し
て
互

⑦

利
を
博
し
た
｡
こ
の
外
接
州
盟
商
が
旗
揚
に
投
資
し
て
生
産
手
段
を
全

部
自
己
の
署

の
所
有
品

し
き

と
'
或
琵

私
塵
の
賓

に
多
額

l

の
霊

姦

じ
き

と
'
特
に
鷺

が
私
選

菅
の
雷

秘
碩

警

鶴

も
連
繋
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
等
は
特
記
す
･,(
き
事
象
で
あ
ら
う
.

f

以
上
捻
主
と
し
て
揚
州
塵
商
の
盛
業
以
外
庖
投
資
せ
る
企
業
の
種
類

に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
年
代
は
場
州
塵
商
の
最
も
繁

I

栄
し
た
乾
隆
時
代
の
前
後
に
展
す
る
現
象
で
争
っ
て
'
造
光
以
後
塵
政

の
崩
壊
し
た
後
の
時
代
に
お
い
て
は
あ
ま
-
見
る
こ
と
捻
出
衆
な
い
Q

臭
老
典
の
如
き
豪
商
も
間
も
な
-
汲
熟
し
て
､
道
光
時
代
紅
壮
そ
の
豪

⑨

姓
な
る
邸
宅
も
荒
麿
に
蹄
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
.
そ
の
他
乾
隆
時
代
の
豪

⑳

商
程
晋
芳
O
呉
紹
鮎

与

も
間
も
苧

蓬

し
て
ゐ
る
｡
蜜

は
殆

ん
ど
み
な
重
美
の
利
潤
を
捧
じ
て
更
に
他
の
企
業
に
投
資
す
る
こ
J
jを
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し
な
S
｡
つ
ま
-
商
業
資
本
を
産
業
資
本
に
ま
は
す
こ
と
を
し
な
か
つ

,

た
｡
か
や
う
に
し
て
清
代
に
於
け
る
二
大
財
閥
の
一
と
い
は
れ
る
揚
州

豊
商
か
ら
さ
へ
'
達
に
西
欧
に
あ
け
る
如
き
'
小
は
ゆ
る
近
代
資
本
主

義
は
優
生
し
な
か
っ
た
｡
こ
1
に
中
国
史
研
究
の
大
き
な
謎
が
あ
る
｡

外
囲
資
本
の
中
国
進
出
以
後
は
､
中
国
の
民
族
資
本
を
塵
迫
し
て
そ
の

産
業
資
本
へ
の
襲
展
を
阻
止
し
た
が
へ
揚
州
塵
商
の
聾
展
し
た
の
は
外

囲
資
本
主
義
の
中
国
進
出
以
前
に
展
す
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
間
恵
は
外

囲
資
本
の
中
国
進
出
と
は
別
個
に
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
こ
の
間
題

を
考
察
し
よ
と
す
れ
ば
更
に
塀
っ
て
塵
商
白
身
の
性
格
を
考

へ
て
見
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
｡

碓
正
常
､
乾
隆
帝
.は
度
々
揚
州
聾
商
の
豪
奪
な
生
活
を
戒
め
て
ゐ
る

が
､
揚
州
塵
商
ほ
ど
賛
津
な
両
も
文
化
的
な
生
活
室
草
葉
し
た
者
は
中

国
の
歴
史
上
､
恐
ら
-
世
界
の
歴
史
上
で
も
稀
で
あ
ら
ケ
o

『
商
人
家
∴

中
の
用
度
'
虚
療
育
惨
'
費
や
す
所
貿
ら
れ
す
｡
而
も
.}
年
行
塵
の
獲

る
所
の
利
息
は
健
主

の
妄
用
炭

す
る
に
足
る
㍗

見

え

る
･や
う

･

に
'
盟
商
は
殆
ん
ど
そ
の
行
堕
の
利
潤
を
膏
拶
生
活
に
費
滑
し
て
し
ま

っ
た
･｡

従
っ
て
そ
の
生
活
は

『
富
者
は
軌
ち
官
宝
を
飾
り
'
姫
勝
盛
僕

⑩

を
苔

へ
て
飲
食
を
御
め
.
帰
服
は
王
者
と
噂
し
』
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

一

揚
.州
鴇
高

は
か
1
る
豪
著
な
生
活
に
ひ
た
る
の
み
な
ら
ず
'
拷
瞳
の
文

化
事
業
に
も
莫
大
な
金
を
投
じ
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
.
彼
等
は

財
の
あ
る
に
任
せ
て
稀
親
書
を
多
数
に
購
入
し
'
書
画
印
章
を
蒐
集
も

～

て
聾
者
の
研
究
に
資
す
る
の
み
な
ら
ず
'
聾
者
'
番
術
家
の
メ

ト
ロ
γ..

と
し
て
'
彼
等
を
招
特
使
過
し
た
撃
で
'
乾
隆
時
件
､
揚
州
は
畢
間
垂

術
の
淵
薮
た
る
の
観
が
あ
つ
ね
.
乾
隆
時
代
は
清
代

に
あ
け
る
拳
闘
蕃

術
の
黄
金
時
代
と
い
つ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
が
'
そ
の
]
大
申

;:;.;::;:(
,tPi'':::ii
.I;..:iI,:M
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例
へ
ば
､
豪
商
程
晋
芳
の
如
き
｢
.自
ら
儀
を
以
て
任
じ
'
-構
音
五
第

-

番
'
趣
翼
'
真
横
'
藩
士
鈴
の
如
き
常
時
の
昏
々
な
る
聾
者
が
そ
の
家

僻

に
寄
寓
し
て
ゐ
た
.
叉
塵
商
馬
氏
の
困
苦
館
,
叢
書
榛
に
は
稀
親
書
充

l

満
し
'
乾
隆
帝
が
四
産
金
育
む
欽
定
せ
る
際
の
如
き
'
七
官
七
十
六
種

の
珍
本
を
献
進
し
て
ゐ
る
｡
属
顎
が
采
詩
紀
事
'
南
来
院
両
線
'
遮
史

拾
遺
等
多
-
の
･資
料
を
要
す
る
著
述
を
な
し
え
た
の
も
t
と
の
圏
書
を

利
用
せ
る
も
の
で
あ
る
と
.い
は
れ
る
｡
叉
未
舜
尊
が
大
部
な
経
義
考
を

出
版
せ
る
は
馬
氏
が
そ
の
費
用
を
耕
じ
た
と
い
ふ
｡
叉
か
の
有
名
な
全

謝
山
の
如
き
も
馬
氏
の
居
候
と
し
て
厄
介
に
な
っ
て
ゐ
転
｡
叉
塵
商
徐

氏
か
家
に
は
程
環
田
'
奔
召
南
'
金
多
心
等
が
'

琵
氏
の
も
と
に
は
鏡

⑯

大
師
'
葦

'
憲
棟
'
王
鳴
盛
等
が
寄
寓
し
て
ゐ
た
ー｡
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1
万
.

聾
商
自
身
叉
す
ぐ
れ
尭
聾
者
.

牽
術
家
が
多
か
っ
た
O

江

春
'
孫
校
蔚
'
呉
嘉
紀
'
呉
椅
'
査
士
標
等
は
詩
文
を
以
て
勝
れ
'
程

晋
芳
の
如
き
は
四
庫
全
書
の
纂
修
に
参
加
し
'江
樟
'注
慾
鱗
は
明
史
の

編
纂
に
重
量
し
て
ゐ
る
｡
叉
閣
若
醸
'
任
大
椿
t.
程
塔
田
'
遭
翼
'
院

元
の
如
き
'
清
朝
の
森

々
た
る
聾
者
が
'
叉
塵
商
出
身
で
あ
る
こ
と
は

⑯

特
に
注
目
に
倍
す
る
O
中
国
の
一
頃
人
が
小
は
ゆ
る
士
大
夫
生
活
を
以

ー
て
最
大
の
理
想
と
し
て
ゐ
た
や
う
に
塵
商
も
亦
士
大
夫
生
活
が
憧
憶
の

的
で
あ
っ
た
O
従
っ
た
彼
等
は
座
業
に
よ
っ
て
え
た
利
潤
を
他
の
企
業

に
投
資
す
る
よ
-
も
'
士
大
夫
生
活
を
す
る
た.
め
に
多
大
の
資
財
を
投

じ
た
｡
官
僚
に
な
る
こ
と
も
亦
そ
の
1
手
段
で
あ
っ
た
｡
塵
商
が
寄
寓

地
の
畢
校
に
入
畢
す
る
特
権
'
商
籍
を
輿

へ
ら
れ
た
の
も
'
堕
商
の
官

僚
を
志
望
す
る
強

い
要
望
に
魔

へ
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
｡
揚
州
の
塵
商

は
主
と
し
て
安
徴
'
山
西
'
駅
西
出
身
者
が
多
か
っ
た
の
で
'
多
数
の

商
帝
が
特
許
せ
ら
れ
た
｡
そ
の
他
の
塵
場
の
塵
商
も
亦
商
籍
が
許
さ
れ

て
ゐ
た
の
は
堕
商
に
は
洗
寓
者
が
多
か
っ
た
か

ら

で
あ

る
｡
と
も
あ

れ
'
明
清
時
代
を
通
じ
盟
商
出
身
の
大
官
が
多
か
っ
た
こ
と
嫁
.
各
墜

浩
志
を
播
け
ば
容
易
に
察
知
し
う
る
所
で
あ
る
.
古
来
､
中
歯
に
捻
抑

商
の
思
想
が
あ
-
'
商
人
を
軽
視
す
る
考

へ
方
が
あ
る
が
'
盤
商
自
ら

が
'
聾
商
売
る
こ
と
を
名
馨
と
は
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
墜
商

.壌'

.正
商
名
の
外
に
'
別
個
の
本
名
を
も
っ
て
ゐ
る
｡
例
へ
ぼ
長
麓
の
堕
商⑱
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限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
､
塵
商
た
る
こ
と
に
肩
身
狭
-
感
じ
て
ゐ
た

こ
と
更
に
推
し
進
め
て
>
へ
ば
漁
業
以
外
の
生
準
｣

-
恐
ら
-
士
大
夫

上生
活
-

を
い
か
に
あ
こ
が
れ
て
ゐ
た
か
堅
不
す
琵
左
で
あ
ら
う
｡

揚
州
で
は
屡
上
土
大
夫
の
間
で
詩
文
倉
が
開
催
さ
れ
夜
が
'
そ
の
7

L1_りー

つ
に
虹
橋
の
合
な
る
も
の
が
あ
っ
た
.
潜
時
の
名
士
'
戴
層
'
意
棟
'

王
曝
盛
'
沈
大
成
へ
王
朝
､
鏡
大
肝
'
呉
春
衆
.
遺
文
曹
'
石
謝
'
金

牌
'
銭
簿
等
が
参
加
し
た
｡
こ
の
倉
に
は
盤
商
は
参
加
す
る
を
得
ず
と

い
ふ
慣
例
が
あ
つ
た
が
､､
塵
商
江
棟
の
み
は
参
加
を
許
さ
れ
た
と
い
ふ

⑳

こ

と
で
あ
る
が
､
塵
商
の
常
時
士
大
夫
間

に海け
る
地
位
つ
い
S
か
へ

′
る
と
士
大
夫
の
塵
商
に
封
す
る
通
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
允
か
ゞ

略
上
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
.
逆
に
い
へ
ば
'
塑
商
は
い
か
に
士
大

夫
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
を
勉
望
し
て
や
ま
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
こ

と
が
'
こ
,e
事
賢
か
ら
も
想
像
せ
ら
れ
る
｡
か
1
る
例
は
故
拳
に
追
払

I

い)

が
'
も
う

1
例
堅
不
す
と
'
本
楯
商
の
鉦
玉
は
舟
敗
軍
鹿
に
本
楯
を

の
せ
て
背
旗
す
る
間
も
'
顔
見
の
書
籍
を
随

へ
て
往
爽
し
'
絶
え
ず
揚

⑪

州
を
経
過
し
て
軽
率
の
士
と
詩
論
す
る
こ
と
数
日
に
し
て
去
っ
た
と
い

46



137

ふ
如
き
'
最
も
端
的
に
こ
の
間
の
滑
息
を
示
し
､て
ゐ
る
｡
か
1

る
例
は

決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
駁
く
'
か
う
い
ふ
現
象
が
常
時
の
社
食

一
般

の
傾
向
で
あ
っ
売
こ
と
は
'
揚
州
画
紡
録
'
各
地
の
豊
沃
志
'
揚
州
へ

杭
州
等
聾
商
の
所
在
す
る
地
方
の
府
願
意
を
見
れ
ば
容
易
に
首
肯
せ
ら

れ
る
所
で
あ
る
｡
こ
土

に
塵
商
の
商
業
資
本
が
韓
じ
て
産
業
資
本
に
敬

展
し
え
な
か
っ
た
心
理
上
の
根
漁
的
原
因
の
∵
つ
が
存
す
る
も
の
1
如

く
で
あ
る
｡

尤
も
か
1
る
盟
商
の
商
業
資
本
の
産
業
資
本
に
敬
展
七
え
な
か
っ
た

経
済
的
な
根
接
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
｡
抑
上
清

代
の
塵
商
は
元
来
政
商
で
あ
る
O
政
府
か
ら
は
諸
種
の
特
権
を
輿

へ
ら

れ
て
ゐ
る
代
-
に
､
多
額
の
報
数
銀
の
指
柄
を
強
制
せ
ら
れ
る
｡
叉
官

吏
背
束
の
賄
賂
の
強
要
も
莫
大
な
覇
に
上
る
｡
こ
れ
ら
を
原
債
に
入
れ

｢

て
計
算
す
る
と
.
塵
の
版
蓮
で
は
表
面
上
大
き
な
鉄
損
に
な
る
｡
塵
蓮

に
多
額
の
資
金
を
投
ず
れ
ば
投
ず
る
は
ど
経
費
も
多
-
か
1
る
.
叉
盛

運
に
投
資
す
れ
ば
不
慮
の
損
失
も
免
れ
ず
'
資
金
の
回
収
に
も
困
難
が

あ
.る
｡
そ
れ
よ
-
も
資
金
皇
帝
利
貸
資
本
と
し
て
蓮
持
し
た
方
が
造
か

に
利
益
が
あ
-
'

安
全
で
あ
る
｡

叉
表
面
上
あ
ま
-
目
だ
た
な
い
か

ら
'
政
府
や
官
吏
背
吏
か
ら
の
招
柄
'
需
索
も
軽
減
せ
ら
れ
る
.
か
ヶ

い
ふ
所
か
ら
企
業
家
と
し
て
の
塵
商
は
'
資
産
が
出
来
'
紙
商
に
選
ば

れ
る
と
'
賢
際
の
連
盟
を
行
は
ず
へ
夷

ゞ
蓮
商
を
監
督
し
'
資
金
を
蓮

商
に
融
資
す
る
所
の
所
謂
金
融
資
本
家
に
襲
質
し
売
.
先
に
も
述
べ
凌

如
-
'
賢
際
そ
の
方
が
連
盟
す
る
よ
り
も
数
倍
の
利
益
が
あ
っ
声
の
セ

あ
る
.
要
す
る
に
蓮
商
が
段
々
絶
商
と
散
商
と
忙
分
離
し
て
束
た
｡

資

本
を
有
し
な
い
散
商
が
資
金
を
絶
商
か
ら
借
-
て
連
盟
を
行
ふ
や
う
に

な
る
と
楓
商
と
散
商
と
の
間
に
は
帝
展
関
係
が
生
ず
る
｡
従
っ
て
塵
蓮

の
利
潤
も
皆
絶
蘭
の
意
の
ま
1
に
利
息
と
し
て
吸
収
せ
ら
れ
る
｡
堕
藩

札
資
金
の
上
で
強
い
制
限
を
受
け
る
の
で
､
そ
の
後
展
に
も
自
ら
限
度

が
あ
る
｡
こ
1

紅

塵
葉
貸
本
が
産
業
資
本
と
し
て
敬
展
し
え
な
か
つ
卒

大
き
な
原
因
が
あ
る
や
う
で
あ
る
｡

.
以
上
の
や
う
な
塵
商
の
保
守
的
な
考

へ
方
は
盟
商
の
諸
種
の
政
治
的

潜
動
の
ケ
ち
に
も
T
6-
あ
ら
は
れ
て
.ゐ
る
｡
鴇
高

は
従
来
享
有
せ
る
特

′

樺
は
あ
Y
ま
で
も
守
-
通
し
'
そ
の
特
権
の
上
に
立
っ
て
利
潤
を
猫
占

し
よ
う
と
す
る
態
酢
徴
が
塵
政
の
改
革
を
断
行
し
ょ
う
と
し
売
時
,
先

づ
こ
れ
に
反
封
し
た
の
は
揚
州
の
親
商
で
あ
っ
た
｡
絶
商
は
根
嵩
を
所

有
し
'
散
商
に
封
す
る
搾
取
性
別
を
確
立
し
て
ゐ
な
の
で
､
こ
の
髄
制

㊨
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府
が
人
民
の
利
便
を
計
っ
て
他
の
行
塵
地
区
の
壇
を
配
蓮
し
よ
う
と
す

- 47･-
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る
や
蛮

商
は
之
に
蛋

し
･袖
o
更
に
叉
清
朝
末
期
,慧

姦

設
し
よ

う
と
し
た
時
'
こ

れ
に
反
封
し
た
の
も
塵
商
･fJ
あ
っ
た
.
蓋
し
､従
束
の⑳

聾
蓮
の
錦
路
が
交
通
路
の
襲
化
に
よ
っ
て
損
害
を
被
る
か
ら
で
あ
る
｡

か
や
う
に
､
塵
商
は

一
度
確
立
せ
ら
れ
た
制
度
は
あ
-
ま
で
も
固
守

し
て
既
得
の
利
権
を
擁
護
し
猫
占
し
よ
う
と
し
た
.
仮
令
新
し
い
改
革

に
よ
っ
て
利
潤
が
槍
加
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
つ
て
も
'
そ
の
改
革
を

噂
曙
し
た
の
み
な
ら
ず
'
む
し
ろ
反
射
を
し
夜
｡
鋳
造
敷
設
の
如
き
'輪

絵
の
近
代
化
に
よ
っ
て
塵
蓮
が
よ
-
便
利
と
な
り
'
利
益
が
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
な
る
に
も
拘
ら
ず
'
塵
商
が
こ
れ
に
反
射
し
た
の
は
何
故
で

あ
ら
う
｡
昏
々
は
こ
1

で
堕
商
の
立
場
に
立
っ
て
こ
れ
を
考
察
す
る
こ

′

と
が
必
要
で
あ
ら
う
.
こ
の
こ
と
を
考

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
歯
に
溶

け
る
資
本
主
義
'
も
う
少
し
贋
-
小
へ
ぼ
'近
代
化
が
遅
4.と
し
て
進
捗

し
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
｡

塵
商
は
発
に
も
述
べ
た
ど
と
-
盤
引
と
引
地
と
を
猫
占
し
世
襲

し

＼

た
｡塵
引
の
猫
占
に
封
し
て
多
額
の
樺
利
金
を
支
締
っ
た
の
み
な
ら
ず
'

引
地
を
濁
占
す
る
た
め
に
も
'
多
額
の
戯
資
を
必
要
と
し
尭
こ
と
捻
い

ふ
ま
で
も
な
い
｡
-地
方
官
や
脊
束
か
ら
多
額
の
賄
賂
を
強
要
せ
ら
れ
尭

ば
か
り
で
海
-
､
引
地
の
小
は
ゆ
る
土
根
か
ら
も
多
嶺
の
金
を
強
請
せ

⑳

ら
れ
た
｡
こ
れ
が
県
費
'
冥
路
と
解
せ
ら
れ
売

.

即
ち
塵
商
が
塵

を
蓮

-

ーヽ

ぷ
際
に
は
そ
め
蓮
道
が
政
府
和
ら
き
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
蓮
道
の
要

所
に
は
土
鴇
が
私
の
関
所
を
設
け
て
堕
商
か
ら
通
過
料
を
ま
き
あ
げ

㊨た
.
土
櫨
は
叉
聾
臭
匪
賊
と
も
互
に
連
絡
が
あ
る
か
ら
'
彼
等
を
懐
柔

し
て
海
-
こ
と
が
堕
商
に
と
っ
て
瀬
先
づ
第

1
に
な
す
.I(
き
エ
僻
で
あ

っ
た
｡
か
う
い
ふ
封
建
的
な
勢
力
が
根
強
-
社
食
に
は
び

こ
っ
て
ゐ

る
｡
か
･1

る
方
面
に
対
し
て
塵
商
が
文
辞
ふ
費
用
も
頼
嘗
美
大
な
額
に

上
っ
た
に
相
違
な
い
｡
塵
商
は
か
-
し
て
始
め
て
塵
を
安
全
に
蓮
赦
し

版
膏
す
か
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
戟
道
の
敷
設
に
よ
っ

て
蓮
道
が
襲
更
さ
れ
る
と
'
塵
商
の
こ
れ
ま
で
の
莫
大
恕
投
資
が
水
泡

に
鰐
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
1

に
重
商
が
鎖
蓬
の
敷
設
に
封
し
て
猛
反

射
を
し
な
理
由
が
あ
る
｡

中
国
近
世
社
食
に
は
多
数
の
封
建
的
な
勢
力
や
値
習
が
療
存
し
て
そ

の
生
存
樺
を
主
張
し
て
ゐ
る
.
中
国
人
は
か
1
か
も
の
を
徹
底
的
に
排
l

除
す
る
こ

と
を
せ
ず
'
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
も
の
の
存
在
を
も

1
厳
認
冷

た
上
で
'
改
革
す
る
な
-
､
叉
新
し
S
制
度
を
立
て
る
｡
従
っ
て
中
歯

の
軟
骨
は
二

屠
複
灘
に
な
る
.
そ
れ
は
歴
代
の
官
制
を
見
れ
ば
容
易
紅

理
解
せ
ら
れ
る
所
で
あ
ら
ケ
･｡
こ
の
社
食
の
複
雑
徹
こ
と
按
中
国
の
】

つ
.の
大
き
な
特
色
で
あ
る
が
.-
こ

の
こ
と
は

1
両
か
ら
考
ふ
れ
ぼ
'
中

国
人
の
侍
盲
性
と
も
開
聯
す
る
α
よ
き
に
せ
よ
慈
し
密
に
せ
よ
t
と
も
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角
r
古
い
も
の
を
現
存
し
て
お
か
う
と
す
る
考

へ
方
'
こ
･1

に
封
建
的

な
も
の
が
長
-
集
喰
ふ
隙
が
あ
る
｡
こ
の
封
建
的
な
勢
力
が
あ
ら
ゆ
る

方
面
に
根
を
張
っ
て
ゐ
る
｡
中
国
人
は
自
ら
の
芋
で
は
こ
れ
を
排
除
す

る
こ
と
.が
出
禿
な
か
っ
た
.
そ
こ
で
巳
む
を
え
ず
t
か
1

る
も

の
を
も

現
存
し
て
､
そ
れ
ら
の
安
協
を
計
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
.
西
欧
式
の

近
代
化
を
中
国
社
倉
に
そ
の
ま
1
賢
施
す
る
な
め
に
は
'
近
世
の
中
国

人
は
あ
ま
か
也
も
老
成
化
し
て
ゐ
た
.
今
そ
の
賢
例
を
あ
げ
て
本
稿
を

帝
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
｡

清
代
江
蘇
省
の
茶
を
外
囲
に
輸
出
す
る
た
め
に
..
輸
出
港
虞
東
ま
で

運
ぶ
に
態
々
廻
-
道
を
と
か
､
賢
に
長
距
離
に
亘
る
而
も
費
用
の
か
さ

む
稔
彦
を
行
っ
て
ゐ
る
々
そ
れ
は
遅
速
路
を
長
-
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

茶
の
輸
象
に
従
事
す
る
船
頭
'
人
夫
等
の
労
働
者
に
仕
事
を
輿

へ
､
且

つ
政
府
の
園
内
関
税
徹
牧
を
多
か
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
S
ふ
Q

こ
れ
が
わ
め
に
翰
迭
費
が
甚
空
荷
額
に
上
っ
た
が
'
申
開
馬
政
者
は
稔
-

迭
路
を
短
縮
し
て
稔
彦
費
を
減
じ
'
外
囲
へ
の
茶
の
輸
出
額
を
槍
加
し

⑳

よ
う
と
は
努
め
な
か
っ
た
｡
併
し

'

中
国
の
過
剰
の
労
働
者
も

一
鹿
か

1
る
慣
習
に
よ
っ
て
口
を
糊
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
｡
中
開
の

如
-
､
封
建
的
勢
力
の
多
分
に
壌
存
せ
る
社
食
に
溶
い
て
､
彼
等
自
ら

の
手
で
小
は
ゆ
る
近
代
化
が
困
難
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
西
欧
の
如
き

資
本
主
義
融
合
を
そ
の
皇
1
中
歯
社
食
に
お
い
て
､
彼
等
滴
ら
の
手
で

襲
展
さ
せ
え
な
か
っ
た
理
由
も
自
ら
首
肯
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡

～
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