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中
開
官
僚
の
商
業
高
利
貸
的
性
格

-

-
精
米
に
A
け
る
両
准
魔
商
の
二
例
を
中
心
と
し
て
!

/

波

多

野

菩

大
_

ニ

中
国
に
お
S
て
は
'
官
僚
｣
地
主
､
商
人
高
利
貸
が
三
位

一

髄
で
あ
る
t
と
七
Y
S
わ
れ
て
い
る
｡
官
僚
が
地
主
暦
か
ら
出

る
こ
と
､
ま
た
､
官
僚
が
地
主
化
す
る
こ
と
は
､
地
主
そ
の
も

の
の
性
格
の
ち
が
小
を
別
に
す
れ
ば
'
漢
代
S
ら
S
轡
ら
な
S

草
野
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
商
人
高
利
貸
か
ら
官

僚

が
出

A
J

り
､
商
人
高
利
黛
が
地
主
化
す
る
こ
と
は
'
た
と
え
古
-
か
ら

み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
支
配
的
な
傾
向
と
し
て

は
､
新
し
S
.
お
そ
ら
-

采
代
､
さ
ら
に
降
っ
て
明
代
の
申
ご

ろ
よ
-
′の
ち
の
､
貨
幣
経
済
の
敬
展
と
表
裏
す
る
事
賢
と
み
て

よ
S
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
官
僚
の
商
人
高
利
貸
的
性
格
も
'

か
か
る
流
通
経
済
の
敬
展
と
と
も
柊
､
い
ち
じ
る
L
y
形
成
さ

れ
て
き
た
､
新
し
S
官
僚
の
型
を
七
め
す
も
の
と
い
え
な
S
だ

*

ろ
う
か
｡

*
も
･?
ろ
ん
へ
そ
れ
以
前
に
*
'い
て
は
'
官
僚

の
商
撃
向
利
費
的
性

格
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
射
'

(
そ
れ
に
.つ
い
て
は
'

鈴
木
俊
氏

.r唐
代
官
僚

の
蓄
税
に
就
い
て
の
1
考
察
｣

(束
塩
入

ノ
八
)
'

停
安
撃

｢唐
代
官
僚
地
主
的
商
人
牝
｣
(食
費

一
ノ
大
)

な
ど
参
照
)'

貸
借
経
済

の
資
旋
と
と
も
に
'
い
ち
じ
る
し
い
傾

向
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
､
官
僚
の
商
柴
高
利
貸
的
性
格
は
'
具
鰻
的
性
は
僧

つ
き
-
し
な
い
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
'
中
国
に
お
け
畠
特
殊
な

企
業
組
織
で
あ

る
匿
名
組
合
に
ょ
つ
て
､
事
賢
上
は
官
僚
の
出

資
に
か
か
る
滴
葉
高
利
饗
的
企
業
で
あ
-
な
が
ら
､
表
向
き
把

は
経
営
推
嘗
者
の
名
義
で
蓬
督
さ
れ
'
出
資
者
で
あ
り
'
利
潤

収
得
者
で
あ
る
官
僚
ば
'
背
後
に
か
く
れ
て
名
を
ぁ
ら
わ
き
な
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5
か
ら
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
よ
う
な
匿
名
で
営
ま
れ
る
官
僚
の
商
業
高

利
貸
的
企
業
が
'
な
ん
ら
か
の
横
合
に
正
規
を
暴
露
さ
れ
る
こ

記
事
が
あ
る
｡
義
和
国
事
件
の
と
き
'
北
京
の
シ
ヴ
ィ
ツ
ク
･

セ
ン
タ
ー
珠
賓
市
が
傘
民
に
や
か
れ
'
こ
こ
に
店
を
も
っ
て
い

た
二
十
飴
軒
の
馬
蹄
銀
鈴
退
店
で
あ
-
金
融
業
者
で
あ
る
嘘
房

が
擢
果
し
て
閉
店
し
た
｡
そ
の
た
め
に
'
こ
の
店
と
取
引
の
あ

う

た
束
E
I牌
桜
通
軒
の
四
恒
と
.よ
ば
れ
た
著
名
な
四
つ
の
両
替

屋

(鎮
舗
)
も
店
を
と
ざ
し
潅
｡
こ

の
凹
恒
は
信

用

が
.絶

大

､

で
､
北
京
の
金
融
界
の
中
心
を
な
し
て
S
た
の
で
､
こ
れ
を
ど
1阜

う
し
て
救
済
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
｡
こ
の
と
き
'
順
天
府

芦
心
得
を
つ
と
め
て
S
た
陳
穿
龍
が
を
の
解
決
に
あ
た
っ
た
の

で
あ
る
が
'
常
時
の
軍
横
大
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
剛
毅
が
､
陳

蒙
龍
に
む
か
つ
て
､
ど
う
か
質
屋

(嘗
舗
)
に
迷
惑
の
か
か
ら
/

な
S
よ
う
に
し
て
-
れ
､
と
し
き
-
に
た
の
む
の
で
轡
に
お
も

っ
て
い
た
と
こ
ろ
'
あ
と
に
な
っ
て
'
剛
毅
が
質
屋

(常
舗
)

を
三
軒
も
も
っ
て
S
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
､
と
い
う
.
し
か
し
'

こ
ん
な
こ
と
は
も
の
の
数
で
は
な
い
｡
･

も
つ
と
鴻
有
名
な
の
は
'-
か
の
乾
隆
帝
の
晩
年
の
お
気
に
い
･

卑
f}
あ
っ
た
和
坤
の
は
な
し
で
あ
る
.
か
れ
が
乾
隆
帝
の
な
-

な
っ
た
直
後
に
と
ら
え
ら
れ
た
際
'
嘉
慶
帝
が
､
そ
の
み
こ
と

の
-
の
な
か
で
か
ぞ
え
あ
げ
た
罪
二
十
の
第

十

九

に

は

｢
埴

州
'
蘇
州
地
方
に
質
屋

(常
舗
)'
両
替
屋

(鏡
店
)
を
有
し
､

そ
の
資
本
は
十
飴
甫
南
を
下
ら
ず
､
､首
席
大
臣
で
あ
-
な
が
ら

▲昏

･
し
も
じ
も
の
小
民
と
利
を
寧
う
喪
｣
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(寮
錬
仁
来
朝
三
十
七
番
'
嘉
慶
四
年
正
月
甲
戊
の
健
)｡

斎

一
山

は
ヽ
確
資
性
に
つ
い
て
は
保
詮
の
か
ぎ
-
で
は
な
S
と
い
う
筆

完
本
杵
も
と
づ
-
和
坤
の
財
産
目
録
を
か
か
げ
て
い
る
.
そ
の

な
か
に
は
'
質
屋

(常
舗
)
七
十
五
軒
'
資
本
銀
二
千
寓
繭
'

銀
既
四
十
二
軒
へ
資
本
銀
四
千
甫
繭
'
骨
董
屋

(古
玩
舗
)
十

三
帝
､
資
本
銀
二
十
寓
南
が
あ
が
つ
七

S
る
｡

(｢
清
代
通
史
｣

中
華

1四
五
頁
).

こ
れ
は
､
す
こ
し
大
げ
さ
.に
す
ぎ
る
と
お

70
わ
れ
る
が
'
>
ず
れ
に
し
て
も
'
和
坤
が
わ
S
ろ
に
よ
っ
て

え
た
も
の
の
1
部
を
商
業
高
利
貸
的
企
業
に
投
じ
て
い
た
こ
と

は
'
動
か
し
え
な
い
事
賢
で
あ
っ
'た
ろ
う
｡
い
ま
こ
.こ
に
鋳
介

し
ょ
う
と
す
る
も
の
は
'

｢
南
港
案
膜
砂
存
｣
第
二
冊
の
中
か

ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
1.
こ
れ
は
､
二
つ
の
財
産
卑
小
に
つ
い

ー朝 一
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て
の
訴
訟
文
書
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
､
清
未
官
僚
の
商
業
高

利
柴
的
事
賢
で
あ
っ
て
､
野
史
'
挟
間
の
た
ぐ
い
に
-
ら
.I(
て

た
し
か
で
あ
-
'
し
か
も
ハ
モ
の
運
営
の
横
棒
が
具
髄
的
忙
し

ら
れ
る
と
S
う
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
｡

二

喬
玲
年

(あ
く
や
名
は
勤
洛
)
と
S
え
ば
､
成
豊
'
軌
治
の

こ
ろ
の
二
流

どこ
ろ
の
大
官
で
あ
る
｡

全
集
も
出
版
さ
れ
て
あ

ゆ

(喬
勤
洛
公
全
集
'
光
緒
三
年
喬
延
槻
'
喬
聯
賓
の
二
人
に
1

よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
)

清
史
稿
四
三

一
巻
に
侍
が
あ
る

腔
か
つ
績
碑
倖
集
巷
二
七
に
は
方
溶
頃
の
稚

っ
た
墓
志
銘
が
お

･･さ
め
ら
れ
て
い
る
.
そ
れ
に
よ
る
と
'
か
れ
は
山
西
省
徐
薄
儀

の
出
身
で
､
組
父
の
人
傑
は
湖
北
按
察
使
'
養
父
の
邦
書
は
刑

科
給
事
中
.
賢
父
の
邦
哲
は
直
隷
遷
化
州
の
如
州
j
S
う
よ
う

な
ぐ
あ
S
に
､
代
代
官
僚
を
だ
し
て
S
る
家
に
う
ま
れ
た
｡
道

光
十
五
年
十
九
歳
で
進
士
に
及
第
し
､
エ
部
主
事
を
ふ
カ
だ
L

に
し
て
'
成
豊
三
年
稔
江
府
の
知
府
.
つ
い
で
蘇
州
府
の
知
将

と
な
っ
て
蘇
於
太
遣

(道
は
知
府
の
上
に
位
す
る
地
方
官
)
敬

か
ね
'
つ
S
で
骨
鋸
通
海
道
､
署
南
港
盛
運
使

(雨
粒
地
方
の

塵
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
役
所
の
長
官
心
得
)
を
へ
て
'
成
鼻

九
年
爾
准
堕
蓮
便
乗
江
北
糧
壷

(太
平
天
国
の
と
き
の
江
北
防

衛
軍

｢
江
北
大
督
｣
の
軍
需
長
官
)
と
な
り
'
同
拾
二
年
江
寧

布
教
使

(布
改
俊
は

1
省
の
民
政
の
長
官
'
夜
だ
L
t
江
蘇
省

に
は
二
人
い
て
'
江
寧
す
な
わ
ち
南
京
JJ
蘇
州
に
･駐
在
し
た
),

に
う
つ
つ
た
｡
i)
の
あ
い
だ
'
太
平
天
国
争
乱
の
最
中
に
あ
た

-
'
清
朝
軍
に
封
す
る
軍
需
の
調
達
に
功
績
が
大
き
か
っ
た
｡

つ
S
で
'
安
徽
巡
撫
に
柴
輯
し
て
捻
匪
の
平
定
に
功
を
た
て
'

同
拾
五
年
駅
西
巡
撫
に
う
つ
甘
.
七
年
病
東
の
食
め
宮
を
解
し
-

て
泰
州
に
か
-
ず
ま
S
し
て
S
た
が
'
十
年
ふ
た
た
び
出
で
て

束
河
総
督

(河
南
山
薬
繭
省
内
の
黄
河
の
治
水
を
つ
か
さ
ど
渇

長
官
)
を
授
け
ら
れ
'
在
職
中
光
緒
元
年
二
月
に
卒
し
た
｡
男

*

**

*
**

子
が
な
-
'
弟
廷

機
の
子
聯
層

を
過
聡
子

と

し
た
｡･

*
喬
廷
機
は
'
光
緒
江
西
通
志
磯
官

の
健
に
よ
る
と
､
藍
生
の
払
身

で
r
周
治
十

一
年
署
魔
法
造

(魔
法
道
は

一
省
内
の
塵
の
版
蛍
を

監
督
す
る
)
'
光
緒
元
年
遵
法
逆
へ
伺
五
年
署
魔
法
造
と
な
っ
て

い
る
.
光
緒
補
修
徐
溝
願
志
遊
撃
の
健
に
よ
る
と
'
江
西
遵
法
活

で
あ
っ
て
布
政
位
の
待
遇

(
衝
)
を
も
ら
っ
た
と
な
っ
て
い
る
｡

*
*
喬
聯
賓
は
'
そ
の
家
人
新
鮮
の
上
申
書
に
よ
る
と
凄
徽
特
用
濃

と
あ
る
が
'
徐
韓
願
志
遊
撃
の
健
に
は
記
載
が
ーな
い
O

-43-
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し
か
も
'
世
代

の
序
列

(
輩
)
が
自
分
よ
り

1
っ
下

の
'
す
な
わ

ち
自
分

の
子
供
と
同
じ
世
代

の
序
列

の
者
を
養
子
と
L
t

こ
れ
に

他
姓

の
女
を
妻
に
迎
え
さ
せ
て
家
を
周
が
せ
る
0
か
か
る
養

子
を

過
継
子
止
稀
す
る
.

喬
於
年
は
'
雨
准
墜
運
俵
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
､

雨
推
塵
の
利
益
に
日
を
つ
け
て
'
検
潮
な
る
も
の
に
'-
製
旗
揚

の
買
占
商
人

(場
商
)
を
や
ら
せ
て
い
た
も
の
ら
し
い
.
そ
れ

が
､
光
緒
三
十
二
年
に
至
っ
て
'
喬
於
年
の
過
稚
子
聯
賓
と
楊

封
の
子
楊
譜
と
の
財
産
あ
ら
を
小
か
ら
訴
訟
と
な
-
､
喬
於
年

が
商
業
高
利
筆
を
挺
脅
し
て
S
た
こ
と
が
ば
れ
る
の
で
あ
る
｡

*

喬
於
年
の
か
た
る
と
こ
ろ
に
よ
る
.

と

'

検
潮
は
'
彼
が
常
鏡

通
海
道
で
あ
っ
た
と
き
'
太
平
天
国
の
乱
で
綻
げ
だ
し
た
菩
束

を
あ
ざ
な
う
た
め
に
募
集
を
し
た
際
'
こ
れ
に
癒
暮
し
て
き
夜

も
の
で
､
は
じ
め
は
､
揚
州
の
生
れ
で
常
香
洲
と
S
う
者
で
あ

る
と
科
し
て
S
た
｡
と
こ
ろ
が
､

使
っ
て
み
る
と
'
卓

も

書

け
.
5
-
ら
か
古
典
も
わ
か
る
男
で
あ
る
の
で
'
霧
散
年
は
､

楊
封
が
ど
こ
か
で
譲
吉
生
活
を
し
た
こ
と
の
あ
る
者
に
ち
が
S
･･

な
S
と
に
ら
み
'
そ
の
家
系
や
-
れ
き
む
き
き
た
だ
し
た
｡
･す

●

る
と
'
梯
瀕
の
い
う
に
は
へ
康
配
蔵

代
の
江
南
提
督
で
あ
っ
夜

楊
接
の
子
孫
で
'
せ
せ
官
途
に
つ
き
'
今
な
お

軽
率
都
尉
の
静

位

(男
爵
の
下
)
が
あ
る
｡
し
か
し
､
太
平
天
国
が
揚
州
を
お

と
し
い
れ
た
と
き
.
家
人
の
年
ば
は
戦
乱
に
よ
っ
て
死
に
'
か

れ
は
身
を
も
っ
て
江
南
に
逃
れ
て
き
.た
も
の
の
生
活
に
こ
ま
り
'

ヽ
■
ヽ

募
集
に
鷹
じ
て
菩
束
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡･
し
か
し
'
レ
ッ
キ

と
し
た
家
柄
の
出
身
で
あ
-
な
が
ら
奮
宴
の
仲
間
に
な
る
の
を

は
じ
'
常
香
洲
i
J弊
名
し
て
5
'る
が
へ
資
は
楊
封
と
い
う
者
で

あ
る
｣
と
告
白
し
た
.
喬
玲
年
崎
'
こ
れ
を
す
ぐ
に
ほ
信
用
し

な
か
っ
た
｡
そ
の
の
ち
､
喬
椅
年
は
親
が
死
ん
だ

の
で
蹄

郷

し
'
楊
潮
も
職
を
解
し
て
去
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
喬
於
年
が
南

港
鴇
遠

位
に
な
っ
て
春
蝶

に
赴
任
す
る
と
,
由

湖
が
ま
海
面
骨

に
き
て
､
･5
ま
は
故
郷
で
日
管
園

(･圃
練
)
お

世
話
を
し
て
い

･る
こ

と
や
､
田
地
を
撃
っ
た
金
を
約
め
て
官
職
を
え
た
(指
約
)

こ
と
な
ど
を
話
し
t
JM
た
'
そ
の
家
蔵
に
か
か
る
康
配
州年
間
の
′

皇
帝
の
親
筆
､
叙
任
叙
動
の
記
録
'
任
官
の
年
譜
を
み
せ
夜
｡
･

こ
れ
と
揚
州
士
人
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
'
楊
湖
の
い
う
こ

と
が
S
つ
わ
-
で
な
S

こ
と
を
知
っ
た
.
か
-
て
'
喬
稔
年
が

安
徽
巡
撫
に
な
る
と
､
棒
潮
を
よ
び
ま
せ
へ
正
陽
関
に
あ
る
密

･-44--
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金
を
徴
収
す
る
税
関
を
管
理
さ
せ
た
と
こ
ろ
'
す
こ
ぶ
る
威
揖

J

が
あ
が
っ
た
と
い
う
｡

-

*
喬
勤
格
公
秦
議

(
食
集
併
収
)
巷
七
'
何
泊
四
年
正
月
二
十
日
附

｢嫁
蜜
陳
奏
摺
｣

≠
*
爾
離
層
.逆
位
は
揚
州
府
城
に
駐
衣
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
成
､

堂
三
年
二
月
太
平
峯
に
よ
っ
て
揚
州
が
占
領
さ
れ
'
岡
八
月
に
､

虫
帝
が
繭
江
総
督
に
命
じ
'
選
伐
を
し
て
迫

(
州
)
秦

(
州
)
め

通
常
な
地
に
移
駐
し
'
運
列

(
数
箇
鹿

の
製
塵
場
を
管
理
す
る
役

人
)
'
場
貝

(
各
製
塵
場
を
替
理
す
る
役
人
へ
す
な
わ
ち
塵
課
司

大
使
)
を
監
督
し
て
各
製
塵
地
で
そ
れ
ぞ
れ
腰
政
を
徴
収
さ
せ
て

い
る

(緒
魔
法
諒
巻

7
四
大
へ
職
骨
)
か
ら
'
座
連
促
は
容
州
に

移
駐
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
0

と
こ
ろ
で
'
喬
玲
年
が
'
そ
の
門
下
を
帝
位
の
あ
る
家
の
出

身
で
あ
る
と
い
っ
て
み
だ
-
に
登
用
す
る
､
と
非
難
の
上
奏
を

.･■-

す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
'
同
拾
四
年
正
月
'
皇
帝
の
命
に
よ

り
'
楊
封
が
金
及
約
め
て
得
た
同
知

(府
の
次
官
)
の
待
遇
お

よ
び
知
願
を
と
-
上
げ
､
郷
里
に
放
逐
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ

*
た

O

こ
れ
に
た
い
L
t
喬
稔
年
は
'
梯
封
が
彼
の
門
丁
に
非
る

こ
逐

上
述
の
ど
と
-
解
明
し
て
富

任
用
の
緑
由
豊

挙

る
と
と
も
に
F
上
諭
に
し
な
が
っ
て
揚
封
を
揚
洲
に
蹄
ら
せ
'

か
ね
て
か
ら
関
係
を
も
っ
て
い
た
堕
商
膏
を
は
じ
め
さ
せ
一た
｡

主

賓
鍬
穆
宗
朝

一
二
大
*
'
岡
樽
四
年
正
月
壬
境

の
催

せ
*
前
掲

｢接
賓
陳
奏
掃
｣

/

こ
れ
よ
少
発
つ
喬
砕
年
が
南
港
抽
遠

位
で
.S
や
れ
と
き
'
港

*

*

*

南
伍
繍
場

(場
偲
製
旗
揚
の
こ
と
)
の
買
占
商
人

(
垣
商

)

柄

杢
華
は
喬
於
年
か
ら
銀
二
甫
繭
を
借
-
た
が
､
喬
玲
年
が
安
敬

巡
撫
に
赴
任
す
る
際
'
そ
の
返
済
を
も
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
銀

**

*

繭
が
な
-
'
所
有
し
て
い
た
五
官
組
の
製
鰻
設
備

(寵

産

)

の

う
ち
､
二
百
組
を
さ
い
て
喬
稔
年
に
質
と
し
た
一｡
す
な
わ
ち
'

喬
於
年
は
､
伍
砧
場
に
お
S
で
､
す
で
に
質
横
着
と
し
三

高

q

組
の
製
盤
設
備

(
寵
産
)
を
所
有
し
て
い
た
の
で
'
楊
潮
を
し

て
そ
の
経
営
に
雷
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
-｡

t

*
住
商
場
は
'
成
盤
八
年
四
月
､
塵
迦
使
心
得
の
聯
英
が
､

｢為
州

お
よ
び
泰
州
俳
風

の
二
十
箇
鹿

の
薬
歴
場
は
'
み
望
氾
塊
に
約
う

て
い
て
'
膚
は
R
四
か
ら
北
は
鱗
潜
に
い
た
る
ま
で
延
長
七
官
僚

聖

掘
嘩

安
登
へ
伍
帝
が
最
大
.で
あ
る
｣

(
准
南
魔
法
紀
略
巻

尺
へ
盤
錦
密
教
某
)
と
い
っ
て
い
る
ど
と
し

准
南
に
お
け
る
叔

′
大
の
製
塵
場
の
山
つ
で
あ
る
.

*
串
雨
粒
の
袈
塵
場
に
お
け
る
場
繭
す
i
[
A

も
賀
占
商
人
が
壊
商
と

解
せ
ら
れ
る
O
塵
を
貯
横
す
る

垣
を
併
有
す
る
か
ら
.で
あ
る
O
壇

は
周
囲
に
鱒
を
掘
っ
た
廉
大
な
平
地
で
､
製
廃
業
者
で
あ
る
寵
戸

･
か
ら
牧
男
し
た
塵
は
こ
こ
に

蕗

稜
き
れ
'
そ
の
上
を
産
の
む
し
ろ
㌧

46 ラ-
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*
で
蔽

い
'
竹
杭
を
さ
し
て
む
し
ろ
が
風
で
と
ぼ
き
れ
な
い
よ
う
に

し
て
あ
る
｡
垣
商
は
'
こ
の
塵
を
'
船
で
泰
璃
を

へ
て
俵
徴

(
同

治
四
年
よ
り
同
十
三
年
に
至
る
ま
で
は
瓜
州
)

の
貯
礎
盤
(塵
機
)

ま
で
運
び
へ
そ
こ
で
役
人
立
合

の
も
と
に
塵

の
費
き

ば

き
商

人

(
蓮
商
)
に
賓
渡
さ
れ
る
｡
政
噺
は
そ
の
際
'
蓮
商
か
ら
敵

の
滑

費
枚
な
ど
を
徴
収
す
る
｡
こ
の
枚
は

一
般
滑
費
者
に
棒
線
き
れ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
｡
垣
商
は
､
ま
た
'
い
ろ
い
ろ
な
方
法

l

で
鐘
声
を
隷
属
さ
せ
て
い
る
｡

*
*
准
南

の
製
塵
は
前
歴
で
あ
っ
て
､
楊
子
滋
北
部
の
海
岸
地
帝

に
土
砂
が
堆
積
し
て
で
き
た
土
地

の
'
地
中
に
ふ
-
ま
れ
た
塵
分

を
水
で
洗

い
だ
し
て
浪
惇
な
飽
水

(
油
)
を
つ
-
Sa
r

こ
れ
を
灘

て
盤
に
す
る
｡

こ
の
た
め
に
は
､
地
中
の
腰
分
を
'
草
炭
を
ま
い

て
こ
れ
に
吸
い
と
ら
せ
る
た
め
の
亭
場
'
そ
の
塵
分
を
ふ
-
ん
だ

次
に
水
を
そ
そ
い
で
盤
分
を
浸
出
し
､
そ
れ
を
蓄
え
る
た
め
の
泊

池
､
そ
の
濃

い
塵
水
す
な
わ
ち
油
を
煎
る
寵
と
鎌

(
底

の
平
た
い

固

い
鎖
製

の
大
き
い
鍋
)
'

お
よ
び
へ
燃
料
と
し
て
の
草
'
そ
の

事
を
刈
る
革
場

(
蕩
地
と
ノい
う
)
が
必
要
で
あ
る
0
こ
の
よ
う
に
'

製
塵

の
た
め
に
は
'
亭
場
'
泊
池
へ
塩
お
よ
び
鎌
が
必
要
で
あ
る
｡

塩
と
銀
は
小
屋

の
中
に
設
備
さ
れ
る
.
製
塵
に
必
要
な
こ
の

1
連

の
生
産
手
段

の
一
組
を
寵

7
副
と
い
う
の
.で
あ
る
.
何
充
華
は
こ

れ
を
五
官
組
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
垣
商

の
'
か
か
る

生

産
手
段
の
併
有
'
垣
商
と
踏
接
生
産
者
た
る
寵
戸
と
の
鵬
係
な
ど
,.

に
つ
い
て
は
'
拙
稿

｢締
代
繭
推
梁
塵
に
お
け
る
虫
産
組
納
｣

(
本
誌
十

7
ノ

D

を
参
照
き
れ
た
い
O

何
至
聾
は
同
拾
十
年
に
至
っ
て
.
二
寓
南
を
準
備
し
て
､
喬

橡
年
に
質
い
れ
し
て
あ
っ
た
二
首
組
の
製
旗
設
備
を
受
出
そ
う

と
し
た
が
'
梯
封
は
こ
れ
を
承
認
せ
ず
'
四
千
元
の
迫
鏡
を
出

し
で
こ
丸
藍
最

し
た
｡
た
だ
し
t
と
の
四
千
元
は
'
縁
家
の

支
出
し
た
も
の
か
ど
う
か
'
夜
し
か
に
は
わ
か
ら
な
.い
｡
こ
の

後
の
事
情
に
つ
S
ぺ
は
'
秀
家
i
)堺
家
の
主
張
す
右
と
こ
ろ
に

相
違
が
あ
る
｡

喬
姓
の
家
人
斯
碑
の
主
張
は
つ
ぎ
e
Jご
と
-
で
あ
る
O

喬
砕
年
は
'
同
拾
十
年
二

.東

商
の
貸
金
の
代
償
と
七
て
何
壷

華
の
罷
産
二
百
組
を
う
け
る
と
'
店
名
を
大
穂
昌
'
自
分
の
名

を
富
文
堂
と
し
て
盟
の
巽
占
商
人

(
場
商
)
を
は
じ
め
(
楊
潮

を
し
て
経
営
に
あ
女
ら
せ
た
｡
と
こ
ろ
が
へ
検
潮
は
ま
だ
旗
の

商
賓
に
習
熟
し
･て
S
な
か
っ
た
の
で
'
徳
成
典
と
い
う
質
屋
を
▲

経
営
し
て
い
れ
李
撃
早
と
合
資
経
営
を
す
る
こ
と
に
し
夜
｡
こ

の
徳
成
典
に
封
し
て
も
'
喬
玲
年
が

｢
滞
両
を
出
資
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と
は
'
後
に
な
っ
て
明
か
に
な
る
｡
か
も
て
､
同
拾

′

十

二

二
'
三
年
に
は
'
毎
年
数
千
串
文

(
卒
億
で
は
1
串
が

一
両
で
あ
る
)
の
利
益
が
あ
っ
た
｡
光
緒
元
年
二
月
､
喬
椅
年

が
死
ぬ
と
'
か
れ
の
押
醸
子
聯
賓
の
生
父
廷
機
が
'
翌
光
緒
二

- 46､･一
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年
親
し
-
揚
州
に
き
て
財
産
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
'
伍
緒
場
の

寵
産
二
盲
組
'
資
本
銭

1
嵩
串
文
の
あ
る
こ
と
を
知
-
'
楊
封

に
託
し
て
前
の
だ
と
-
経
督
さ
せ
'
そ
の
上
'
資
本
銭
二
筒
串

文
を
追
加
し
た
.
楊
潔
は
.
こ
れ
に
た
い
し
'
子
の
楊
譜
に
命

じ
て
領
収
書
を
つ
-
ら
せ
た
.
そ
ね
ほ
か
つ
光
緒
二
年
に
は
'

新
し
-
竃
七
組
を
築
造
し
た
ヵ
'･
店
の
家
屋
や
貯
陸
湯
を
修
理

一

し
た
-
し
な
費
用
を
'
李
韻
事
JJ祈
年
し
'
二
千
三
宮
二
十
四

ヽ
*

串
十
四
文
を
支
出
し
た
.0

･.*
こ
の
陳
述
で
わ
か
る
よ
う
に
'
大
官
僚
喬
稔
軍
と
質
屋

の
主
人
李

.

韻
事
が
資
本
主
と
し
て
合
資

(
倉
移
)
し
'
李
琴
母
と
楊
封
が
経

管
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
光
緒
四
年
に
'
共
同
経
営
者
で
あ

っ
た
質

屋

(
典
商
)
李
韻
事
が
分
離
し
た
S
意
向
を
も
ら
し
た
の
P
､
検

潮
を
中
に
立
て
て
早
漏
経
皆
に
あ
ら
た
め
夜
｡
そ
の
と
き
'
李

軍
事
の
経
営
す
る
徳
成
典
に
出
資
し
て
あ
っ
た

一
高
雨
は
､
し
･

ば
ら
-
そ
の
ま
ま
と
し
､
毎
年
六
分
の
利
息
を
お
さ
め
る
こ
と

に
し
わ
｡
か
-
て
､
楊
封
よ
-
は
､
貯
盤
場
'
店
の
家
屋
'
製

*

聾
設
備
の
貸
付
料
の
収
入
と
し
て
毎
年
五
官
飴
串
乃
至
九
百
飴

串
を
喬
聯
賓
に
お
さ
め
､
光
緒
十

1
年
把
至
っ
て
S
る
｡
光
緒

十
二
年
は
報
告
の
み
あ
っ
て
金
は
受
取
っ
て
い
な
い
｡
李
領
事

の
質
屋
に
あ
っ
た
金
は
'
そ
の
後
'
四
千
両
を
返
却
し
て
き
た

が
な
お
六
千
両
の
こ
つ
て
お
-
'
そ
の
利
息
も
尭
緒
十
二
年
に

■

は
受
取
っ
て
い
な
い
.
,光
緒
十
四
年
二
月
'
喬
延
機
は
江
西
で

*

病
死
し
喬
聯
賓
は
､
光
緒
十
五
年
楊
潮
の
住
所
郡
伯
壕
に
き
て
､

塵
竃
の
賢
地
検
査
を
し
よ
う
と
し
た
｡
そ
こ
で
'
楊
湖
は
喬
磯

賓
に
勤
し
'
彼
自
身
が
猫
カ
で
経
営
し
た
S
か
ら
財
産
を
分
割

し
て
ほ
し
い
と̀
い
い
出
し
'
新
哲
二
百
七
組
の
密
書
は
直
し
て

だ
さ
ず
,
た
k
.
楊
譜
の
名
義
で
作
っ
た
追
加
の
資
本
銭
二
嵩

/

串
文
の
領
収
書
を
塵
竃
の
琵
菩
で
あ
る
と
い
つ
わ
-
'
喬
於
年

が
生
前
に
お
い
て
､′
製
砲
皿設
備
の
一
年
を
も
っ
て
努
に
む
-
珍

る
こ
と
を
約
束
し
た
'
と
い
っ
て
､
強
S
て
こ
れ
を
祈
年
し
て

勘
定
し
､
結
局
､
楊
潮
か
ら
喬
聯
賓
に
五
千
八
百
串
文
を
五
ケ

年
賦
で
支
揮
う
こ
と
に
し
そ
契
約
筈
を
つ
-
-
'
楊
潮
の
畢
濁

経
営
に
な
っ
た
｡

*
こ
の
こ
ろ
灯
は
､
場
商
と
し
て
の
設
僻
で
あ
る
'
塵
の
貯
梼
場
た

る
壕
垣
'
店

の
家
康
'
生
産
設
備
で
あ
る
寵

(
こ
れ
は
へ
あ
た
か

も
'
地
主
が
そ
の
併
有

の
土
地
を
小
作
人
に
貸
し
て
耕
作
さ
せ
る

よ
う
に
へ
場
商
か
ら
'
自
ら
は
北
東
設
備
を
も
た
な
い
製
盤
業
者

に
費
し
輿
え
て
製
塵
さ
せ
'
そ
の
賃
貸
料
を
生
産
し
た
塵
で
お
き

47
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め
き
せ
る
)
を
他
の
商
人
に
貸
興
し
て

(
借

少
る
商
人
は
租
商
と

ヽ
ヽ

い
う
)
貸
料
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
原
文
に
桶
租
と
い

ヽ
ヽ

う
字
が
つ
か
っ
て
あ
る
O
桶
租
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
'

桶
は
場
商
が
製
廃
業
者
か
ら
腰
を
牧
只
す
る
と
き
'
腰
を
秤
嚢
す

る
こ
首
斤
入
り
の
容
器
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
､
場
商
所
有

の
塩
を
他
の
商
人
に
貸
し
て
経
替
さ
せ
て
海
き
め
る
賃
貸
料
で
は
.

あ
る
ま
い
か
と
思
う
｡

*
*
揚
州
の
束
北
方
､
郡
伯
湖
の
東
南
芹
'
塊
は
堰
で
あ
っ
て
'
束

晋

の
謝
安
が
濯
敵
の
た
め
に
こ
こ
に
堰
を
つ
-
つ
た
の
で
あ
る
と

.

い
う

(
嘉
慶
孟
修
揚
州
僻
志
巻
九
'
河
菜

こ

そ
の
後
'
光
緒
三
十
二
年
の
春
'
喬
聯
賓
の
母
が
死
ん
だ
際
､

そ
の
持
箱
の
中
か
ら
､
延
楓
の
の
こ

し
た
出
納
簿
と
か
へ
検
潮

が
資
本
を
受
と
っ
た
り
利
息
を
お
さ
め
た
り
し
た
時
の
親
選
の

手
紙
や
勘
定
書
が
後
見
さ
れ
'
喬
聯
賓
は
は
じ
め
て
秘
説
に
欺

■

か
れ
た
の
を
知
-
'
モ
ーの
許
嫁
晶
を
も
っ
て
揚
州

へ
衆
'
つ
い

で
郡
伯
壕

へ
行
っ
て
楊
譜
に
面
脅
し
ょ
う
tと
し
た
と
こ
ろ
'
揚

州
の
鼎
泰
桟
に
い
る
と
の
こ
と
で
そ
こ
を
液
す
ね
る
と
'
都
伯

唖

へ
締
っ
た
と
S
う
｡
両
虎
を
二
度
も
往
返
し
た
が
'
い
つ
も

に
げ
か
-
れ
て
面
倉
し
な
い
?

そ
こ
で
'
家
丁
に
書
信
を
も
た

せ
て
都
伯
壕
に
つ
か
わ
し
'
決
算
を
約
束
さ
せ
た
が
'
ほ
じ
紗

は
家
に
い
る
と
い
い
な
が
ら
'
尊
信
を
見
た
後
'
ま
た
'
外
出

し
て
S
る
と
い
う
0
し
か
し
､
両
日
の
の
ち
r
楊
譜
は
揚
州
に

爽
て
聯
賓
に
あ
ーい
'
近
日
中
に
中
人
を
た
て
て
決
算
す
る
七
と

を
承
諾
し
な
が
ら
､
依
然
に
げ
か
-
れ
て
い
る
｡
楊
譜
父
子
は

か
-
恩
義
に
そ
む
-
こ
と
は
な
は
だ
t
S
.
喬
於
年
聖

い
つ

か
､
楊
潮
の
勤
労
に
封
す
る
報
酬
と
し
て
｣
年
を
あ
た
え
冬
ij

と
を
約
束
し
た
の
が
革
質
と
し
て
も
'
輿
え
る
と
輿
え
な
S
と

は
秀
家
の
勝
手
で
あ
る
.
か
か
を
恩
義
に
そ
む
く
楊
家
に

1
年

を
輿
え
る
よ
-
雪

F
本
籍
地
や
揚
州
で
月
下
さ
か
ん
に
畢
校
を

建
て
る
た
め
に
資
金
を
も
と
め
て
S
る
か
ら
'
こ
の
.]･年

を
畢

校
忙
寄
付
し
'
人
材
養
成
の
資
と
し
夜
方
が
有
効
で
あ
る
t
と

S
っ
て
南
港
盟
運
俵
に
訊
詮
を
捉
起
し
.
つ
ず
-い
て
'
大
穂
昌

の
店
名
､
富
文
堂
の
賢
弔
-
新
嘗
二
百
七
組
の
製
塵
設
備
'
お

よ
び
'
貯
鰻
夢
'
店
の
家
屋
を
調
査
し
'
そ
れ
を
差
押
え
る
よ

う
伍
緒
場
の
長
官

(
製
塵
場
を
管
理
す
る
墜
課
司
大
使
)
把
藩

命
し
て
ほ
し
い
..
･と
願
い
胡
た
｡

it.
I

蓮
俵
は
こ
れ
に
た
い
L
'
准
菌
塊
局
に
命
じ
て
､
､楊
譜
を
拘

E

.
:

引
し
て
帳
簿
の
倹
査
を

させ
'
つ
す
S
て
'
伍
砧
場
に
訓
令
し

て
'
鴇
皿寵
､
貯
漁
場
､
店
虜
を
差
押
え
さ
せ
ね
｡

′

*
准
南
組
局
は
'
逆
光
三
十
年
'
唯
北
に
な
ら
つ
て
'
准
南
に
お
い

･ヤ 48､-
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七
も
社
務
の
よ
う
な

7
定

の
腰
板
蛍
人

(
遅
鞄
)
が

一
定
地
域
に

鴻
占
的
に
塵
を
放
資
す
る
と
い
う
制
度
に
も
と
ず
-

｢引
塵
｣
を

巌
し
て
へ
塵
に
か
け
ら
れ
る
枕
金
を
納
め
た
も
の
は
誰
で
も
塵
の

版
茸
が
で
き
､
か
つ
'
ど
こ
へ
持

っ
て
行

っ
て
賓

っ
て
も
自
由
で

あ
る

｢票
塵
｣
に
改
め
た
が
'
こ
の
時
'
帝
位
塵
に
踊
す
る
事
務

を
絶
理
す
る
爾
准

(
都
碑
)
塵
連
司
の
書
史
の
わ
い
ろ
'
浪
費

の

弊
を
改
め
る
た
め
へ
揚
州
船
城
に
お
か
れ
た
役
所
.
通
へ
泰
両
州

所
属

の
二
十
製
塵
場
の
黄
塵
を
'
品
質
に
よ
っ
て
分
類
し
て
億
を

ふ
だ

定
め
､
そ
れ
を
書

い
た

牌

を
俵
微
に
あ
る
貯
凝
析
の
門
に
掲
げ
る

(
こ
れ
が
所
謂
牌
偶
で
あ
る
)
と
'
蓮
商
は
自
分

の
買

い
た
い
と

思
う
品
質
を
製
塵
場

の
眉
占
商
人

(
場
商
)
に
指
定
し
'
そ
れ
に

絶

っ
て
塵
僻
の
線
額
を
計
算
し
て
准
南
紙
用
に
提
出
す
る
.
絶
局

で
は
'
こ
の
中
か
ら
正
課

(
本
牧
)
'
雑
款

(
い
ろ
い
ろ
の
附
加

劫
)
'
蓬
金
'
機
用

(
保
管
料
で
あ
る
.
碑
は
塵

の
貯
稗
鹿
で
あ

る
)
を
き
し
引
き
へ
そ
の
残
額
を
場
商
に
輿
え
'
避
商
に
は
運
搬

許
可
書
を
輿
え
る

(
光
緒
江
都
願
志
巻

一
雪

魔
法
の
偉
)

こ
れ
灯
封
し
､
′楊
譜
の
家
人
高
升
の
主
酵
す
る
と
こ
ろ
は
､

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
｡

,
･

何
至
華
の
製
塑
設
備

(
竃
産
)
を
引
つ
い
だ
と
き
に
は
'
た
㌧

し
か
に
楊
封
と
の
合
資
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
昔
時
の
請
願

書
に
は
楊
譜
の
名
を
用
5
て
は
S
る
が
'
革
質
は
つ
い
つ
き
S

揚
封
の
経
理
に
か
か
る
も
の
で
'
楊
譜
は
遊
撃
し
て
外
に
お
力
'

後
に
は
江
捕
願
に
勤
務
し
､
･喬
於
年
J;掛
討
た
が
合
資
で
帯
蔚

*

し
た
の
か
'
商
人
を
招
い
て
薄
紫
さ
せ
た
の
か
､
.よ
-
わ
か
ら

な
い
.
光
緒
十
五
年
に
な
っ
て
､
楊
譜
が
金
を
納
め
て
(摘
柄
)

通
判

(
道
の
次
官
)
に
の
ぼ
-
'
揚
州
に
か
え
る
と
'
喬
橡
年

の
嗣
子
聯
聾
が
き
て
'
盟
商
膏
が
不
景
気
で
､
速
に
は
製
建
設

債

(
竃
産
)
が
こ
わ
さ
れ
る

(
翠
較
)
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
'

′▲

中
人
を
通
じ
て
､

一
年
の
蔑
産
を
時
債
に
て
も
し
て
計
算
し
'

楊
封
の
畢
猫
経
営
に
う
つ
し
た
い
と
申
し
で
た
｡
楊
封
は
秀
家

の
申
t
S
で
を
拒
絶
し
が
た
く

や
む
を
え
ず
琵
書
を
作
製
し

/

た
次
第
で
'
朱
高
二
氏
が
中
に
は
い
っ
て
S
た
の
で
あ
っ
て
'

封
面
授
受
し
た
の
で
は
な
い
｡
そ
の
上
'
琵
書
に
は
共
同
の
財
.

産
を
明
記
し
'
壷
k
.
銀
鏡
の
勘
定
は
全
部
精
算
し
て
す
こ
し

の
あ
S
ま
い
さ
も
な
5
.
と
明
記
し
て
あ
る
.

′
と
こ
ろ
が
､
本
月
に
な
っ
て
'
喬
聯
賓
が
突
然
揚
州
に
き
て
'

楊
館
と
決
算
し
た
S
と
S
う
.
楊
鰭
は
､
勘
定
は
す
で
に
全
部

す
ん
で
S
る
の
に
､
ど
う
し
た
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
合
鮎
が
い
か
′

な
か
っ
た
が
'
父
の
′代
か
ら
の
秀
家
と
の
交
際
を
思
え
ば
'
聯

賓
と
は
未
だ

一
面
識
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
､
ど
う
し
て
筏
か

敵
い
で
お
れ
よ
う
.
そ
こ
で
'
楊
鰭
は
服
装
を
亀
え
て
聯
賓
を

･-49
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俳
相
模
に
訪
問
し
た
が
'
そ
の
と
き
は
僅
か
激
語
を
交
え
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
聯
聾
は
､
そ
の
翌
日
､
楊
譜
が

に
げ
か
-
れ
て
倉
わ
な
5
.
と
訴
え
た
の
で
あ
る
｡
秀
家
は
'

激
高
の
銀
銭
を
呑
併
さ
れ
た
と
辞
し
て
い
る
が
'
か
か
る
大
金

が
積
ま
れ
て
S
て
'
ど
う
し
て
選
書
に
記
載
し
て
潜
か
な
S
こ

と
が
あ
ろ
う
..
た
と
え
秀
家
の
富
が
石
崇
の
rU
と
-
で
あ
つ
て

も
'
ま
さ
か
'
か
か
る
大
金
を
す
て
'
十
七
八
年
の
後
に
な
っ

て
始
め
て
調
査
を
す
る
な
ど
と
S
ヶ
こ
と
は
な
か
ろ
う
t.
ま
L
I

て
'
差
引
勘
定
を
し
た
昔
時
に
は
'
喬
聯
賓
は
金
を
約
め
て
官

吏
に
な
っ
て
S
て
.
女
や
子
供
と
お
な
じ
で
は
な
S
の
だ
か
ら
.

ど
う
し
て
他
人
の
か
た
-
取
る
の
を
甘
受
し
ょ
う
｡
私
用
の
出

納
簿
や
手
紙
が
琵
揚
板
怒
る
と
い
う
が
'
私
帳
は
収
支
に
手
加

減
を
加
え
て
つ
-
る
可
能
性
が
あ
-
'
手
紙
は
御
株
嫌
を
う
か

が
っ
た
-
t
も
の
ど
と
を
侍
え
た
-
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
S
.

要
す
る
に
､
か
か
る
出
納
簿
や
手
紙
は
虚
偽
で
あ
っ
て
､
前
に

あ
げ
た
契
約
書
こ

そ
織
容
に
も
ひ
と
し
い
も
の
で
あ
る
｡
喬
氏i

も
そ
れ
と
お
な
じ
も
の
を

一
過
所
持
し
て
S
る
か
ら
'
二
人
を

出
廷
さ
せ
て
そ
の
契
約
書
を
し
ら
べ
れ
ば
'
す
ぐ
正
し
い
判
決

が
で
き
る
｡
楊
譜
と
そ
の
子
麟
香
と
は
と
も
に
拳
人

(
省
の
試

験
に
合
格
し
た
者
)
で
あ
っ
て
､
楊
譜
は
替
っ
て
職
掌
の
あ
る

官
職

(
賢
紋
)
を
得
'
麟
香
は
硯
に
内
閣
中
書

(
満
洲
譜
の
文

書
を
中
国
文
に
､
中
開
の
文
書
を
満
洲
文
に
ほ
ん
や
ぐ
し
た
か
'

詔
勅
の
下
書
な
ど
を
す
る
寄
託
官
)
で
､
す
で
に
真
部
よ
り
柴

韓
を
上
奏
し
て
S
る
ほ
か
'
族
人
中
に
仕
官
し
て
S
る
も
の
も

少
-
な
S
｡
楊
譜
は
商
人
で
は
あ
る
が
'
か
一つ
て
賢
紋
に
つ
い

.た
こ
と
も
あ
っ
て
'
断
じ
て
家
人
と
封
質
す
る
こ
と
を
い
さ
ざ

＼

よ
し
と
し
な
S
｡
前
述
の
契
約
書
も
南
方
の
主
人
が
出
廷
し
_y

づ
き
合
せ
て
見
な
け
れ
ば
明
確
に
L
が
た
い
｡
故
に
喬
聯
賓
に

も
契
約
書
を
も
つ
.V
出
廷
さ
せ
､
主
人
楊
譜
と
法
廷
で
封
験
し
一

て
ほ
し
5
.
と
訴
え
考
.
楊
譜
も
'
ま
た
'
港
南
総
局
に
出
頭

し
.て
.
何
至
華
が
喬
於
卒
か
ら
の
借
金
二
首
南
の
代
償
と
し
て

喬
氏
に
入
質
し
て
い
た
製
綿
皿設
備
二
百
組
藍
只
牧
す
る
と
き
に

は
､
父
楊
封
よ
-

一
高
南
を
出
し
て
合
資
経
皆
に
し
た
の
で
あ

る
こ
と
を
言
明
し
た
｡

*
境
南
と
ん
て
の
設
備
'
す
な
わ
ち
へ
製
塵
業
者
に
貸
興
し
て
製
重

き
せ
る
寵
お
よ
び
そ
の
附
属
設
備
へ
製
廃
業
者
か
ら
牧
思
し
た
塵

を
貯
稜
す
る
と
こ
ろ

(痩
)､

店

の
建
物
な
ど

(
こ
れ
を
垣
産
と

い
う
)
を
所
有
し
て
い
る
も
の
が
必
ず
し
も
直
接
経
曹
す
る
と
は

限
ら
ず
へ

こ
の
塩
穂
を
他
の
商
人
に
貸
し
て
鮭
替
さ
せ
る
こ
と
も

-60-
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あ
る
｡
こ
の
他
人
の
壇
産
を
借
p
て
鍵
替
す
る
商
人
が
租
蹄
で
あ

る
○

*
*
地
中
の
塵
分
が
少
-
な
っ
て
'
東

嶺
に
堪
え
な
-
な
っ
た
亭
場
'

泊
地
'
塵
塩
は
駿
東
す
る
が
'
私
塵
製
造
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
に
'
こ
れ
を
琴
穀
す
る
の
で
あ
る
○

*
*
*
快
は
官
職
の
ボ
ス
A
'
職
掌

の
あ
る

官
職
の
ポ
ス
ト
を
寮
妖
･

と
い
う
0

＼

っ
S
で
'
楊
譜
の
家
人
高
升
は
､
差
押
え
ら
れ
た
眉
占
商
人

と
し
て
の
設
備

(
塩
産
)
の
返
還
を
も
と
め
､
つ
ぎ
の
ど
と
く

述
べ
て
い
る
.

喬
稔
年
が
何
重
華
よ
旦

二
百
組
の
竃
産
を
受
け
た
常
時
は
'

塵
商
膏
が
不
景
気
で
､
塩
産
の
あ
る
も
の
は
そ
の
･た
め
に
困
窮

す
る
も
の
が
多
か
っ
た
｡
そ
れ
で
'
喬
橡
年
は
そ
れ
を
心
配
し

て
'
穆
封

へ
の
手
紙
に
そ
の
こ
と
を
書
い
た
の
で
'
楊
封
は
師

弟
の
誼
に
よ
っ
て
'

一
年
の
銀
繭
を
出
し
て
合
資
経
営
に
し
う

そ
の
利
益
は
'
喬
冷
年
を
官
女
堂
'
楊
潮
を
世
津
堂
と
し
て
帳

付
し
て
き
た
o
富
文
堂
の
出
産
本

(
竃
産
と
し
て
出
資
し
た
資

本
)

一
帯
爾
'
行
本

(
経
営
費
の
出
資
)

1
帯
串
文
の
毎
年
の

利
益
は
､

一
帯
飴
串
を
下
ら
な
か
っ
た
｡
常
初
二
官
組
の
製
旗

設
備
は
､
風
潮
や
撃
穀
の
た
め
有
名
無
賢
の
も
の
が
多
も

光

緒
十
五
年
.
穆
湖
の
畢
燭
躍
皆
に
改
め
た
時
の
精
算
で
牢

秀

家
'
揚
家
の
取
得
分
は
わ
ず
か
に
そ
れ
ぞ
れ
五
十
八
組
で
'
楊

家
が
五
千
八
百
串
文
を
出
し
て
秀
家
.の
取
得
分
を
賀
牧
し
た
の

は
'
喬
聯
賓
が
現
欝
の
状
況
を
み
て
､
損
害
の
及
ぶ
こ

と
を
恐

れ
て
申
出
た
も
の
で
あ
る
｡
常
時
､
悉
皆
精
算
し
て
硯
銀
を
速

付
し
た
ほ
か
'
年
賦
償
還
を
し
た
の
で
あ
る
｡
光
緒
十
五
年
B
J

後
へ
現
在
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
修
理
し
て
.
現
に
百
六
十
飴

粗
の
製
塵
設
備
を
有
し
て
い
る
が
'
な
お
採
数
に
は
及
ば
な

い
.
楊
家
の
こ
れ
に
投
じ
た
資
本
は
'
最
初
に
出

し

た

｢
甫

雨
､
畢
濁
経
営
に
改
め
た
際
の
五
千
八
首
串
'
修
理
費
四
千
飴

串
'
何
至
華
の
商
家
に
入
質
し
て
い
た
二
百
組
の
製
壇
設
備
を

買
牧
す
る
た
め
に
出
し
た
四
千
元
の
ほ
か
'
塵
を
買
占
め
る
資

蘇

(
旗
本
).
燃
料
の
草
を
買
う
た
め
の
資
金

(
草
本
)'
製
聾
,

*

業
者

へ
､の
貸
付

(
竜
欠
)
を
合
計
す
る
と
敷
寓
を
下
ら
ず
'
検

潮
よ
り
楊
鰭
'
揚
麟
香
と
三
世
経
営
し
..
査
家
の
生
命
は
こ
れ
.

に
か
か
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
返
還
し
て
も
ら
わ

ぬ

ば
生
計
の
維
持
が
で
き
な
S
.ノ

と
S
う
の
で
あ
FP
0

*
鹿
本
は
塵
を
牧
男
す
る
に
罪
す
る
費
用
t
等
本
望
艶
塵
の
燃
料
i
J

し
て
の
草
を
購
入
す
る
費
用
で
あ
る
｡
境
南
が
そ
の
も
と
に
隷
壌

I-51･-
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さ
せ
て
い
た
製
廃
業
者
は
､
東
商

の
壇
を
侍
る
ほ
か
'
常
盤

の
燃

料
で
あ
る
草
も
垣
商
か
ら
捉
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
0

時
に
伍
前
場

は
巣
鷹
が
盛
で
蕩
草
の
充
分
で
な
い
製
塵
場
で
あ
る
｡
寵
欠
は
'

嶺
戸
が
紡
婚
葬
儀
な
ど
の
不
時
の
用
を
舛
じ
(
.ま
た
は
'
地
絡
費

の
不
足
を
補
う
た
め
に
垣
商
か
ら
借
用
し
た
高
利

の
銭
で
あ
る
｡

垣
商
は
麗
戸
の
生
産
す
る
魔
を
も
っ
て
高
利
を
お
き
め
'
ま
た
安

い
値
段
で
塵
を
買

い
あ
げ
て
い
た
O
そ
の
上
'

こ
の
塩
欠

の
た
め

に
'
産
声
は
永
久
に
垣
商

の
搾
蚊
よ
野
旋
す
る
と
と
が
で
き
な
か

っ
た
0

要
す
る
に
'
喬
氏
は
､
伍
緒
場
の
買
占
商
人
と
し
て
の
設
備

(
恒
産
)
は
喬
氏
の
所
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
.
楊
億
は
そ
の

経
督
捧
雷
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
速
に
楊
氏
の
た

め
に
だ
ま
し
と
ら
れ
た
と
S
う
の
で
あ
る
.t
し
か
し
､
そ
れ
を

澄
明
す
る
た
し
か
な
澄
嬢
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
'
夜
だ
'
同

治
初
年
何
杢
華
が
喬
稔
年
か
ら
借
り
夜
二
番
両
の
代

償

と

し

七
'
二
百
組
の
製
盤
設
備
を
喬
松
年
に
入
質
し
た
こ
と
が
'
た

し
か
で
あ
る
に
す
ぎ
な
S
｡
そ
れ
が
'
同
格
十
年
に
買
収
さ
れ

て
梯
氏
が
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
'
確
算

な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
,
楊
氏
の
方
で
は
,.
何
重
華

の
製
建
設
債
を
買
収
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
は
､
楊
氏

か
ら

一
嵩
繭
を
出
し
て
合
資
経
営
に
し
た
の
で
あ
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
O
そ
う
し
て
'
梯
氏
は
こ
れ
に
た
B
L
‥
喬
柊
年

が
楊
封
に
あ
て
た
手
紙
の
.%
に
'

塵
垣
殊
不
易
桝
'
以
僕

1
年
'
頼

l

弟
台
長
才
措
置
'
雷
可
蓮
韓
日
如
､
芳
春
他
人
'･
恐
.久
胡

一

重
滞
也
｡

(
壇
商

の
仕
事
比
と
タ
わ
け
や
少

に
-
い
も
の
で
す
｡
わ
た
し
の

持
分
で
あ
る

一
字
は
､
あ
な
た
の
達
者
な
腕
前
で
鹿
放
さ
れ
れ
ば
‥

う
ま
-
ゆ
-
で
し
ょ
う
が
､
も
し
他

の
人
で
し
た
ら
'
恐
ら
-
長

い
間
に
は
垂
滞

(
塵

の
馨
れ
ゆ
き
が
志
-
な
る
七
と
)
す
る
で
し

よ

う

○

と
あ
る
･T
僕

一
年
｣
な
る
文
句
が
琵
媛
で
あ
る
と
S
う
の
で
あ

る
｡
こ
れ
に
射
し
､
取
し
ら
べ
に
雷
っ
た
江
都
僻
知
願
や
推
南

維
持
蛙
調

(
総
局
の
長
官
)
は
'
こ
の

｢
僕

一
年
｣
な
る
文
字

キ

リパ
リ

は
､
前
後
の
文
意
や
墨
痕
か
ら
見
て
抱

補

し
焚
形
跡
が
あ
る
､

と
い
う
｡

華
麗
俵
も
こ
れ
に
同
意
し
て
'

｢
僕

1
年
頼
｣
の
四

字
を
除
け
ば
'
資
本
主
が
経
理
者
を
ほ
め
る
ロ
振
で
あ
る
と
断

定
し
て
S
る
O
ま
k
r
光
緒
十
瓦
年
へ
楊
氏
の
畢
濁
経
営
に
改

め
た
と
き
に
作
製
し
た
契
約
晋
を
密
接
と
し
て
'

｢
堆
前
出
熟

し
た
銀
鎖
の
勘
定
は
､
両
家
の
間
で
均
等
に
精
算
し
'
少
し
の

あ
い
ま
S
さ
も
な
S
｣
と
寄
か
れ
て
い
る
と
い
う

が
.
d
梯

氏

･-52･-
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は
'
ま
だ
､
資
本
若
干
'
利
益
若
干
'
損
害
若
干
に
つ
い
て
毎

年
の
明
細
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
精
算
の
賢
を
澄
す

る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
.
か
-
て
､
年
年
近
-

審
理
し
た
末
､
繭
江
総
督
東
壁
政
端
方
蝶
'
該
契
約
書
は
'
早

ろ
S
ろ
信
頼
で
き
ぬ
鮎
が
凍
る
把
勤
し
､J
喬
氏
が
何
至
華
か
ら

単
燭
に
譲
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
信
用
し
て
よ

い
と
判

定

し
､
楊
氏
の
所
有
す
る
買
占
商
人
と
し
て
の
設
備
を
喬
氏
に
返
.

遺
さ
せ
'

喬
氏
に
按
先
に
楊
氏
よ
-
支
排
っ
た
五
千
八
百
串
を

返
さ
せ
へ
恩
義
に
そ
む
い
て
詐
取
し
ょ
う
と
し
た
罪
と
し
て
て

こ
め
五
千
八
百
串
は
楊
氏
に
輿
え
ず
､
揚
州
畢
堂
の
経
費
に
あ

て
る
旨
の
判
決
を
し
た
｡

ヽ

こ
の
判
決
が
安
富
で
あ
る
か
香
か
は
つ
に
わ
か
に
は
断
言
で

き
な
S
｡
或
は
.
楊
氏
側
か
ら
訴
え
て
S
る
よ
う
に
'
名
臣
の

後
で
あ
っ
て
'
S
ろ
S
ろ
官
界
に
連
絡
が
あ
り
'
規
に
安
敏
特

用
道
で
あ
る
喬
聯
賓
が
'
発
に
は
江
涌
願
教
職
で
透
り
､
現
に

*

侯
選
通
判
で
あ
る
楊
譜
よ
-
も
歩
の
よ
,S
鮎
の
あ
る
こ
と
も
事

賢
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
こ
こ
で
は
裁
判
そ
の
も
の
が
問
題
で
.

は
な
S
か
ら
'
た
だ
'
官
僚
が
匿
名
で
塵
の
買
占
商

業

を

脅

し
へ
質
屋
に
投
資
し
て
S
た
と
い
う
動
か
な
5
番
賢
を
指
摘
す

れ
ば
足
る
の
で
あ
る
｡

*
適
期
は
鹿

の
次
官
ま
た
は
直
裁
鹿

の
長
骨
｡
候
選
通
列
と
誓

砲

列
と
し
て
の
法
定

の
資
格

の
あ
る
も
の
で
'
都
ま
た
は
本
籍
地
で

人
事
院

(
吏
部
)
の
鈴
考
を
待

っ
て
い
る
者
を
い
う
ー｡

(
｢渚
飼

行
政
法
｣
解

一
番
下
二
二
五

1
ニ
四
二
頁
)

三

つ
ぎ
は
つ
慮
氏
の
訴
訟
事
件
で
あ
る
｡
ま
づ
'
問
題
に
な
る

*

鼠
氏
の
家
系
を
承
す
と
次
の
ど
と.
-
で
あ
る
｡

*
こ
の
家
系
図
は
'
原
潜
破
骨
の
上
申
啓
を
組
合
し
て
作
製
し
た
も

の
で
あ
る
0
輩
に
よ
っ
て
名
を
揃
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
聖

そ
の
名
が
不
明
な
も
の
が
あ
る
｡
原
被
耐
食
の
官
職
に
つ
い
て
は

光
締
三
十
二
年
の

｢大
緒
摺
御
余
香
｣
に
つ
い
て
み
る
と
'
慮
晋

腰
の
農
工
商
部
郎
中
'
虞
慶
林

の
輔
江
藤
新
港
巡
検
'
感
鞍
聾

の

青
田
願
典
史
'
塵
鴻
章

の
海
寧
州
吏
日
は
皆
串
賓
で
あ
る
こ
と
を

知
る
0

優
附
生
は
如
何
な
る
も
の
か
辞
に
し
な
い
が
'
郎
中
は
中

央
各
省

(
部
)

の
課
長
､
巡
検
は
州
願
の
要
地
に
駐
准
し
て
盗
賊

の
追
捕
に
あ
た

か
､
典
史
は
願
の
監
獄
を
管
押
し
'
吏
日
は
州

の

治
安
の
緋
拝
に
あ
た
る
O
い
ず
れ
も
知
州
知
願
の
腐
骨
で
あ
る
.
-

53-
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∩
‖
T

(千
草
)

-
慮

定

勅

(大
昏
)

-
相

賀

-
慶

林

(予
覚
)

･･-
-
-
･江
蘇
省
靖
江
犠
新
粍
巡
捻

胎
徳

慮
錫
珪
も
の
言
分
壮
攻
の
ど
と
1
､

で
あ
る
｡

彼
等
の
甜
父
玉
堂
は
'
叔
粗
度
発

*
動
が
布
教
俵
と
し
て
虞
酉
へ
山
束
､

上
毛- 令-= 江

氏

(
四
昏
)

-
辿

奔

(盈
垣
)

妾
氏

偉

附

生

直
帝
に
あ
っ
た
際
'
こ
れ
に
随
侍
し

[

て
合
計
係
を
つ
と
め
る

こ
と
十

飾

-
春
林
(#
撃

････････-
輔
江
省
青
田
糠
典
史

年
'
そ
の
間
蓄
積
す
る
と
こ
ろ
莫
大

I
慶
柿
(
子
安

)･･････-
････r･･-
････大
原
を
追
悼

背
恩
(少
垣
)‥
･･････-
･農
工
商
部
必
中
'
侯
避
退

(油
単
)････-
‥
･･････揃
江
省
海
寧
州
吏
目

[

…
:
((:
:
;:‥汗

…
招

…
…
…

ヽ

で
あ
っ
た
が
へ
そ
の
銀
銭
を
四
虜
の

星
垣
に
渡
し
て
推
南
盤
場
の
垣
産
や

聾
票
を
買
っ
て
麿
督
さ
せ

､
ま
た
へ

㌧

*
*

L金
を
お
さ
め
て
星
垣
を
富
安
場
大
使

に
し
た
｡
父
の
死
後
も
分
家
せ
ず

､

星
垣
は
毎
年
節
日
ご
と
に
洋
銀
数
百

元
を
兄
弟
に
騎

っ
て
い
た
｡
i
j
こ
ろ

一 鞘-

こ

の
慮
姓
の
1
家
に
財
産
寧
S
が
お
こ
-
'
大
房
の
過
槻
子

鹿
慶
林
'
二
虜
の
慮
錫
珪
'
二
義

の
慮
春
林
'
五
虜

の
慮

監

二
'
慮
仕
林
お
よ
び
そ
の
生
母
で
あ
る
江
､
毛
'
妻
の
諸
氏
ら

､
が
合
同
し
て
'
E
I房
の
慮
晋
恩
と
争
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
｡

が
'
光
緒
三
十

1
年
'
星
垣
が
病
没
し
て
子
晋
恩
が
つ
S
だ
と

こ
ろ
へ
晋
恩
は
師
範
畢
校
を
た
て
で
'
共
同
の
財
産
で
あ
る
薄

*
**

聾
の
大
震
九
張
小
栗
八
張
濠
勝
手
に
膏
っ
て
し
ま
っ
た
｡
彼
等

の
母
妻
は
本
籍
地
に
い
て
こ
の
こ
と
を
き
き
､
揚
州
に
凍
て
､

晋
層
に
向
つ
て
こ
れ
を
き
き
た
だ
す
と
と
も
に
'
大
生
紡
統
禽
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*
***

証

(
大
生
砂
廠
)
に
あ
る
十
二
寓
雨
で
撃
校
を
た
て
る
費
用
は

十
分
た
-
る
の
に
.

ど
う
し
て
粟
を
費
っ
た
の
か
'

と
.問

う

と
.
あ
れ
だ
け
の
票
を
持
っ
て
S
る
と
'
政
府
か
ら
有
馬
繭
の

寄
附
金
の
割
雷
が
あ
る
の
で
'
を
れ
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
膏

つ
ね
の
で
あ
る
'
と
の
こ
と
で
あ
.つ
た
』

そ
れ
で
､
そ
の
費
上

銀
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
'
上
き
く
と
､定
日
恩
は
は
し
て
容
を
ふ

-
ん
だ
｡
そ
の
の
ち
､
晋
恩
は
'
師
範
撃
校
を
本
宅
内
に
う
つ

L
t

一
族
を
も
と
の
学
校
校
舎
に
S
れ
よ
う
と
考
え
'
家
丁
の

蓑
棺
は
彼
等
の
母
妻
の
持
物
を
強
制
的
に
搬
出
し
っ
不
遜
な
言

ヽ

辞
を
弄
し
て
追
出
そ
う
と
す
る
の
で
'
S
さ
さ
か
主
奴
の
渡
せ

立
て
よ
う
と
す
る
と
'
晋
恩
は
蓑
稿
を
そ
そ
の
か
し
て
在
民
を

お
し
倒
さ
せ
た
･
む
の
後
も
.
家
丁
ら
に
､
･托
氏
差
氏
を
殴
っ

た
-
げ
っ
た
り
さ
せ
て
負
傷
さ
せ
'
そ
れ
を
遮
ろ
う
と
し
た
胎

徳
も
殴
ら
れ
,V
血
を
は
い
潅
｡
現
に
晋
恩
は
'
各
製
盟
場
に
あ

る
買
占
商
人
と
し
て
の
設
備
も
要
ろ
う
と
し
て
S
る
.
彼
等
は

晋
恩
と
組
を
同
じ
-
し
'
三
代
未
だ
分
家
せ
ず
'
こ
の
共
同
の

財
産
を
夜
よ
-
に
生
活
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
'
今
晋
恩
が

撃
校
の
経
費
を
名
と
し
て
共
同
財
産
を
着
服
す
格
こ
と
は
許
せ

な
S
.
至
急
'
束
嘉
嫁
の
吉
恒
群
垣
､/
(
吉
恒
群
と
S
う
店
名

を
も
つ
塵
の
買
占
商
店
の
意
)
飴
来
場
の
徳
長
厚
壇
お
よ
び
利

記
垣
､
新
興
場
の
膏
豊
恒
垣
'
丁
渓
場
の
徳
豊
恒
垣
､
束
基
原

**
*央
*

城
の
壕
自
称
両
替
店

(鎮
荘

)

を
蔓
押
え
て
S
た
だ
き
た
S
と

S
う
の
で
あ
る
｡
盛
運
俵
は
願
府
の
報
告
に
も
と
づ
き
'
港
南

紙
局
を
へ
て
各
場
大
使
に
訓
令
し
て
,
こ
の
盟
の
買
占
商
人
と

･
し
て
の
設
備
'
両
替
屋
を
差
押
え
'
設
備
於
判
決
の
あ
る
ま
で

嘗
局
で
経
営
す
る
こ
i
Jに
し
た
O

*
同
治
康
信
船
志
巻
七
ノ

7
'
遊
撃

の
健
に
よ
る
と
'
.
透

光

率

丑

(
二
十

一
年
)
の
進
士
で
あ
っ
て
､
戸
部
主
事
よ
ガ
酔
中
に
の
ぽ

万
'
山
東
r
直
隷
'
新
江

の
各
布
政
俵
を
歴
任
し
た
と
あ
る
.
塞

紋
山
東
迅
速
職
官
の
健
に
よ
る
と
'
陶
冶
四
年
山
束
塵
連
使
と
な

p
穎
い
て
署
鞍
寮
使
'
五
年
署
布
政
使
と
な
p
T

つ
い
で
七
年
直

隷
布
改
俊
と
な
っ

て
い
る
0
彼
が
山
嵐
塵
逆
位
を
-つ
と
め
た
こ
と

の
あ
る
こ
と
は
'
彼
の
庇
護
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
鹿
紹
緒
が
推

南
笛
安
場
の
塵
諌
大
使
と
な
か
へ
場
商
'
連
取
を
経
曹
す
る
に
至

っ
た
い
き
さ
つ
と
甜
係
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
0

*
*
光
緒
繭
推
塵
法
志
巻

二
二
四
'
職
官
の
健
に
ょ
る
と
'
何
泊
十

二
年
'
江
西
上
健
願
入
監
生
産
軸
緒
な
る
も
の
が
富
安
場
塵
課
句
.

′

大
使
に
な
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
が
'
こ
こ
に
い
う
嵐
盈
垣
で
あ
る
.

と
思
わ
れ
,Na
｡
光
緒
元
年
何
攻
の
大
使
と
な
り
'
同
三
年
再
び
欝

安
の
大
便
と
な
か
'
以
後
な
が
-
こ
の
任
に
あ
っ
た
ら
し
い
O

･
*
*
逆
光
三
十
年
唯
南
必
改
案
後
溝
も
な
-
†
太
平
未
個

の
乳
杵
.

-串5-



248

よ
っ
て
塵
政
が
荒
廃
し
た
が
'
陶
冶
三
年
繭
江
絶
督
骨
的
薄
が
両

唯

の
塵
政
を
再
建
し
'
湖
北

へ誹
芹
)'

湖
南

(抑
芹
)'

江
西

(西
岸
)
に
運
慶
す
る
塵
弟
は
五
首
引
を
も
つ
て

一
票
と
し
て
こ

れ
を
大
栗
と
科
し
'
安
徽

(鳴
岸
)
に
運
腰
す
る
寮
は

一
首
二
十

引
を
も
つ
て

這
邦
と
し
て
こ
れ
を
小
栗
と
耕
し
た
.
そ
の
後
'
何

泊
五
年
署
繭
江
絶
督
李
鴻
巷
が
鯛
法
を
参
酌
し
､
常
時
票
を
有
す

る
も
の
の
み
を
も
っ
て
循
環
し
て
迷
顔
す
る
こ
と
を
許
し
'
新
商

の
運
慶
を
許
可
し
な
い
こ
と
に
定
め
'
巽
南

の
塵
票
は
子
孫
に
伴

え
得
る
家
耗
た
ら
し
め
た
｡
こ
こ
で
'.
票
決
は

一
襲
し
て
､
始
ん

ど
逆
光
三
十
年
以
前
の
解
法
と
か
わ
少
な
'-
'

一
定

の
商
人
が

一

定
地
域

の
放
資
棟
を
鴻
占
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
れ
か
ら
後
'

運
廃
し
ょ
づ
と
す
る
も
の
は
､
宗
を
思
う
か
､
或
は
東
商
か
ら
蓮

磨
耗
を
賃
借

p
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
っ
た
0
し
か
し

一
方
に
東
商
に
は
多
額
の
割
欝
寄
附
金
(報
効
叙
)
が
課
せ
ら
れ
'

そ
れ
が
ま
た
巽
の
韓
賓
値
段
で
あ
る
第
倍
､
遅
塊
椎

の
賃
貸
料

た
る
票
租
を
高
め
る
こ
と
に
な
か
､
光
緒
末
年
に
は
､
大
業

7
求

の
億
は
奮
票
で
平
均
二
千
五
首
繭
'
新
票
で

一
高
雨
と
解
せ
ら
れ

て
い
る

(
菓
季
千
九
線
'
政
開
銀
巻
十
七
'

｢衛
閑
却
民
北
島
餌

洗
均
宜
轡
魔
法
議
｣.
時
代
が
降
る
が
'民
図
十
六
年
頃
の
各
芹

の

粟
慣
'
票
租
を
参
考

の
た
め
に
掲
げ
る
tと
次
の
ど
と
-
で
あ
る
0

(
林
振
劫
､
壮
観
転
質
'
鱒
三
籍
'
夢
先
韓
､

｢
五
八
東
)

*
*
*
*
こ
の
紡
績
工
場
に
あ
る
十
二
高
所
は
出
費
か
.･
貸
出
か
'

こ
の
陳
述
の
み
で
は
よ
-
分
ら
な
い
.
ん
か
L
r
商
菜
資
本
が
産

菜
資
本
に
韓
化
し
っ
つ
あ
る
情
勢
の
一
端
が
う
か
が
え
る
｡

*
*
*
*
*
こ
の
列
拳
に
ょ
っ
て
､
慮
姓
の
手
に
製
塵
設
備
が
集
中

せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
'
縫

っ
て
そ
の
利
益
も
美
大
で
あ
っ
た
こ
と
..

そ
の
1
部
が
近
代
的
紡
琉
工
率
に
投
資
き
れ
'
ま
た
中
餌
的
な
金

融
槻
鮪
で
あ
る
錦
井
に
も
投
資
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
0

こ
れ
に
勤
し
､
農
工
商
都
郎
申

(
郎
中
は
部
務
を
分
梅
す
る

司
の
長
で
あ
る
)
侯
選
造
慮
晋
恩
は
'
塵
蓮
俵
に
上
音
し
て
攻

の
ピ
と
-
述
べ
て
い
る
｡

私
の
家
は
も
と
塞
素
で
､
太
平
天
国
や
捻
匪
め
乱
の
た
め
'

租
先
の
祭
紀
を
す
る
た
め
の
田
地
が
す
こ
し
あ
渇
ほ
か
'
全
然

蓄
財
と
て
は
な
か
っ
た
｡
私

の
父
の
兄
弟
は
四
人
で
皆
家
に
い

て
生
活
し
て
い
た
｡
四
男
で
庵
る
私
の
父
は
'
は
じ
め
'
組
父

の
弟
で
あ
る
布
改
俊
慮
定
軌
に
従
侍
し
て
任
所
に
お
も
む
き
.

の
ち
堕
課
司
大
使
を
神
授
さ
れ
て
か
ら
は
､
猫
カ
で
本
籍
地
に

辛

お
S
て
五
首
櫓
の
小
作
米
の
入
る
田
地
を
買
つ
た
が
'
こ
れ
と

住
宅

一
箇
所
の
ほ
か
に
は
共
同
財
産
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
観

母
の
分
家
経
文

(
分
苦
)
が
あ
っ
て
許
嫁
と
す
る
L
と
が
で
き

＼†

T-･昏6
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る
｡
常
時
S
と
こ

(
堂
兄
弟
)
海
ち
は
幼
少
で
､
み
な
私
の
父

に
従
っ
て
富
安
場
の
任
所
に
行
き
へ
父
は
こ
れ
を
養
う
と
と
も

に
教
師
を
つ
け
て
諌
寄
さ
せ
た
｡
ま
た
､
伯
叔
父
の
没
後
'
父

は
毎
年
各
房
に
小
便

(
津
貼
)
を
輿
え
っ
今
に
至
る
ま
で
碓
綾

し
て
い
る
こ
と
は
､
昨
年
の
領
収
書
が
あ
る
か
ら
許
嫁
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
｡
慮
子
賢
'
巌
春
林
'一
慮
監
二
の
ど
と
き
は
､

父
が
そ
の
た
め
に
金
を
納
め
て
官
職
に
つ
け
'
か
-
て
彼
等
は

皆
そ
れ
ぞ
れ
身
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
.
故
に
､

情
の
上
か
ら
い
え
ば
'
か
れ
ら
は
か
か
る
反
逆
に
名
を
つ
ら

ぬ

べ
き
義
理
あ
い
で
偲
な
い
し
'
ま
た
'
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
官

途
に
あ
る
こ
と
か
ら
S
え
ば
'
み
だ
-
に
職
守
を
離
る
べ
き
で

は
な
S
｡
そ
れ
に
'･
た
び
た
び
の
上
菩

杵本
稜
本
名
を
用
S
て

5
な
5
の
は
何
故
か
O
そ
こ
に
あ
き
ら
か
に
不
賢
が
存
し
て
小

る
｡
そ
の
中
で
'
慮
仕
林
す
な
わ
ち
慮
監
こ
の
弟
の
昌
盛
は
人

物
も
つ
と
も
わ
る
が
し
こ
-
て
'
さ
き
に
蘇
州
の
警
察
撃
校
に

入
畢
中
也
'
私
が
畢
費
放
費
を
支
給
し
て
S
夜
の
で
あ
る
が
､

卒
業
し
て
掃
っ
て
西
巡
局
響
差
と
な
る
や
'
勢
に
ま
か
せ
て
横

葱
の
ふ
る
ま
S
多
く
､
家
庭
の
平
和
を
乱
し
た
上
､
ま
た
夢
堂

の
下
僕
を
む
ち
う
ち
へ
教
員
と
衝
突
し
､
誰
か
ら
も
皆
白
眼
視

さ
れ
て
5
る
の
で
あ
る
が
､
か
え
っ
て
私
が
家
丁
を
そ
そ
の
か

し
て
尊
長
を
擬
錫
し
た
と
S
う
の
で
あ
る
｡
常
時
'
私
は
上
海

把
行
っ
て
5
て
'
家
丁
を
そ
そ
の
か
す
な
ど
全
然
知
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
.
ま
考

慮
戯
珪
は
､
毎
日
揚
州
の
無
頼
で
あ
り
'

三
百
代
言
で
あ
る
方
少
堂
と
謀
っ
て
私
を
無
賢
の
罪
に
海
i
JL

l＼

S
れ
よ
う
と
し
て
S
る
｡
そ
れ
か
ら
.
各
場
の
塵
の
冥
占
商
人

i
).し
て
の
設
備
に
つ
い
て
は
,
全
然
私
と
関
係

が

な

い
･
夷

だ
'
父
が
富
安
場
大
使
の
任
に
あ
っ
た
と
き
､
商
人
が
艶
の
買

収
を
し
な
か
-つ
た
の
で
'
父
は
役
所
の
資
金
を
借
り
商
人
に
代

っ
て
割
常
額
の
塵
を
買
収
し
女
こ
と
が
あ
り
'
塵
務
を
熟
知
し

て
い
る
と
の
評
判
を
得
た
の
で
'
父
の
名
を
か
る

の
も

あ

っ

て
.
そ
れ
が
父
の
所
有
と
誤
解
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
ま
た
､

大
小
の
盤
票
も
こ
れ
と
同
じ
-
事
賢
無
限
で
あ
る
､
と
主
張
す

る
｡*

租
が
金
収
穫
の
二
分

の
一
と
す
る
と
'
五
首
瀕

の
租
穀

の
は
い
る

土
地
の
仝
牧
席
高
は
千
槍
で
.あ
る
O
か
た
'
一
畝
の
耽
痩
高
を
三
･

五
糖
と
す
る
と
､

こ
の
土
地
の
面
鏡
は
二
八
六
畝
ぐ
ら
い
と
な
る
｡

お
そ
ら
-
'
五
首
糖

の
租
穀

の
は
い
る
土
地
の
両
横
竺

三
富
畝
前

/

後
ぐ
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一 郎i
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と
こ
ろ
が
'
慮
晋
恩
は
'
南
江
漣
督
余
塵
政
に
上
音
し
て
'

各
場
の
垣
産
は
他
の
商
人
と
合
資
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
S
る
｡

一
方
'
各
竣
大
使
に
命
じ
て
調
査
さ
せ

た
結
果
は
､
吉
恒
群
壇
比
安
徴
欽
原
人
慶
徳
成
の
経
営
､
利
記

は
株
式
倉
敢
組
織
で
経
済
さ
れ

(
集
股
公
牧
)､

青
畳
恒
垣
按

大
興
願
人
楽
智
辞
の
経
営
､
徳
豊
恒
垣
と
徳
長
厚
垣
と
は
と
も

に
無
錫
願
人
楊
輝
堂
の
経
営
で
あ
っ
て
'
慮
姓
と
は
全
然
関
係

が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
.

こ
れ
ら

の
買
占
商
人
と
し
て
の
設
備
が
､
事
欝
上
底
姓
と
如

何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
も
の
か
は
つ
き
-
し
な
い
が
､
た
と
え

慮
錫
珪
ち
の
S
う
よ
う
に
'
晋
恩
が
各
場
場
員
把
運
動
し
て
'

う
ま
-
ご
ま
か
し
て
も
ら
つ
た
と
S
う
こ
と
の
有
無
は
と
も
か

-
'
慮
晋
恩
が
差
押
え
ら
れ
た
設
備
の
返
還
を
強
硬
に
要
求
し

て
S
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
'
か
れ
と
関
係
が
な
か
つ
た
と
吐
息

わ
れ
な
S
｡
か
れ
は
郎
中
で
あ
-
'
か
れ
の
父
も
久
し
-
盟
課

司
大
使
を
つ
と
め
､
後
に
は
湖
北
道
員
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
.
た
と
え
巽
占
商
人
と
し
て
の
設
備
を
所
有
し
て
S
て
も

名
を
出
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
か
ら
'
そ
の
未
向
き
の
経

費
者
を
調
査
し
て
も
､
彼
と
の
関
係
は
明
か
に
な
ら
な
い
の
が

常
然
だ
ろ
う
.
㊥
そ
ら
く
･r

彼
の
父
星
垣
が
大
使
を
つ
と
め
て

S
た
間
に
､
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
買
占
商
人
と
し
て
の
設
備

を
手
に
入
れ
､
匪
名
で
経
脅
し
て
い
た
も
の
と
み
て
訳
あ
る
ま

i
.
大
生
紡
績
食
紅
や
琢
昌
辞
両
替
屋

(鏡
野
)
に
つ
S
て
は
､

慮
錫
珪
の
最
初
の
訴
状
中
に
言
及
さ
れ
て
S
る
以
外
ほ
と
ん
ど

ふ
れ
て
5
な
S
の
で
､
そ
れ
と
慮
氏
と
の
関
係
は
よ
-
分
ら
な

S
が
'
大
生
紡
績
食
紅
に
封
し
て
は
十
二
寓
雨
を
出
資
し
た
か

貸
し
た
か
し
た
も
の
と
思
わ
れ
へ
両
替
屋
は
お
そ
ら
-
慮
氏
の

経
営
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
｡

慮
晋
恩
の
所
有
す
る
資
産
が
'
慮
錫
珪
ら
の
S
う
ど
と
-
'

組
父
玉
堂
が
弟
の
布
教
使
慮
発
動
に
随
侍
し
て
い
て
蓄
積
し
溌

も
の
か
､
そ
れ
と
も
'
慮
晋
恩
の
主
張
す
る
ご
と
-
'
そ
の
父

星
塩
が
慮
発
動
に
随
侍
し
て
い
て
蓄
積
し
た
も
の
か
不
明
で
あ

る
が
t
S
ず
れ
に
し
て
も
'

1
省
の
民
政

(
そ
の
最
も
重
要
な

ち
.の
は
租
税
の
徴
収
で
あ
る
)
の
元
締
で
あ
る
布
改
俊
に
つ
い

て
い
て
.
わ
い
ろ
や
中
飽
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
れ
が
如
何
に
利
用
さ
れ
'
そ
れ
狩

よ
っ
て
'

一
族
の
も
の
が
如
何
な
る
恩
意
を
束
む
る
か
む
具
既

約
に
し
め
す
も
の
で
あ
る
｡

･一呑弓-1
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.
こ
の
慮
氏
の
訴
訟
事
件
は
､
被
告
の
慮
晋
恩
が
郎
中
侯
避
退

の
官
に
あ
っ
て
'
知
願
や
知
府
の
直
接
訊
問
に
鷹
ぜ
す
'
む
し

ろ
爾
江
総
督
を
動
か
し
て
い
た
感
が
あ
る
に
封
し
'
慮
錫
珪
ら

*

は
へ
西
巡
局
管
差
で
あ
-
､
候
補
塵
大
使
で
あ
っ
た
慮
昌
盛
を

通
じ
て
郷
原
や
盛
運
俊
に
働
き
か
け
て
S
た
感
が
あ
る
が
'
時

局
に
お
S
て
慮
晋
恩
の
強
硬
拒
否
の
た
め
､
原
被
繭
告
を
出
廷

さ
せ
て
封
質
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
れ
で
､
原
告
被

告
S
づ
れ
の
言
分
が
正
し
S
の
か
不
明
の
ま
ま
､
南
紅
組
督
の

断
決
に
従
っ
て
､
慮
晋
恩
か
ら
大
二
三
五
の
各
房
に
六
千
元
宛

ヽ
ヽ

を
輿
え
さ
せ
て
ケ
り
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
′

*
法
定

の
資
格

の
あ
る

も
の
が
'
す
で
に
人
事
院

(
吏
部
)

の
鎗
考

を
経
て
'
命
ぜ
ら
れ
た
省
に
梢
向
き
'
欠
員

の
生
じ
る
の
′を
待

っ

て
い
る
も
め
が
候
補
で
あ
る
.

四

-

.

上
把
捉
出
し
空

1例
は
.
官
僚
が
商
業
高
利
貸
的
に
､
S
か

に
塵
商
'
質
屋
､
銭
荘
と
か
ら
み
あ
っ
て
S
る
か
を
具
鰻
的
に

し
め
す
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
具
鰻
的
な
驚

倒

に
よ

っ

て
､
官
僚
が
賄
賂
'
中
飽
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を
土
地
或
は
商

業
高
利
黛
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S
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S
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'
貨
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S
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し
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こ
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'
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商
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貸
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鰻
的
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が
う
ユ
タ
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ン
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ル
と
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な
S
か
と
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れ
る
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Dynastiestherulersadheredtotheprinciplethatrestrictiohshould

beimposeduponthenumberofthetemplesandpriestsofBuddhism

whichisofforeignorigin.EmperorShih-tsung(世宗)oftheHou･

Chou(後周)dynasty,thelastofthesucceeding負vedynasties,,メpro･

mulgatedathirteen･pointedictin955■A.D.onhispolicytoward

Buddhism.HistoriansofBuddhism･regardShih･tsung'8policyasone

ofthefourgreatpersecutionsinthehistoryofBuddhism inChina.

Theauthorhasmade,however,minutestudiesoftheeventin_the

lightofWu･iai-hui･ym(五代食費),theOldandNewAnnals0ftheFi've

Dynastiesandotherhistoricalrecordsaswell1aSinscriptions,d憐･

CribesShih/･tsung'spolicyofmakingConfucianismthebasicprinciple

ofgoverhmentinaccordancewithtradition,ahaconcludesthatShih-

tsung's policytow卑rdBuddhi畠mwasnotsotyrannicasoftentoldby

Buddhistwriters,butitm｡stもe,egardedasrevealingShih-tsuhg･s

statesmanshipaswellashisintentiontorestoreBuddhism initstr玖e

spiritan'dform.Theauthorlfurtherreferstocontemporary･folkways

andpopularTaoist-Buddhistbeliefs.

THE-CHINESE BUREAUCRAT AS

MERCHANT･USURER
ll

YoshihiroHaiaw

･ItisoftensaidthatinChinathebureaucrats,landlordsand

merc由nt-usurersconstitutedoneidseparablewhole.Though bureac･

ratspractisedusuⅣ fromold,itwasaftertheMingperiod(仇e14th-

17thcenturies),whenmoneyeconomybegantQPrevail,thatthis

p.henomenonbecam ererriarkable･ThenatureofChinese′bufeauctat由

asmerchant-usurershasnotbeenhithertoexposedconcretelydueto

thepeculiarsystem ofenterpriseinChina.Theauthorbringsto

lightthe.,twoconcreteinstancesofIbureaucratswhoweremerchant.

甲PrerSinthelatterpart10fthe19thcentury,dependingup?nmaterials

r一茸一一



∫

AGAINONTHESALARYOFTHEGOVERNMENT

OFFICIALSUNDERTHE由AN(漢)DYNASTY

Kl'yoyosiUisunomiyaL
t

ToTByolshiKenky元,Vol.4,1940,thepresentauthorcontributed

anarticleenditled"OntheSalaryoftheGovernmentO氏cilasunder

theHanDsnasty;'rnthatarticlehesaidthattheHanGovernment

o氏cialswerepaid70percentincoinandtherestinkindinspiteof

theedictof50A.D.whichprovidespaymentincoinand.kindheif,and

half,andthatthroughouttheHamperiodthe70-30percentpayment

wasarule.RecentlyinhisarticlesontheHammeasuresappearedin

HJAS,1950,andKuo-hs誠eh-chi･k'an,Mr.YangLien-Shengattackedthe

onthesamesubje〇ttoTa･lu･tsa-chih,トIT,1950 Thepresentauthor

triestocriticizetheviewsofthesetwoChinese卑uthors,anddevelops

hisownviewinthelightofsomepassa:富esintheBiography･ofTs'ao一

man(曹捕),whicharequotedinChiu-chang-swan-shy(九章算術)andin

anoteinVol.iof,theWeiAnnalsJ(魂志).Theauthorholdsthathis

viewstillholdsgood.
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