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支
那
民
畑
町
経
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

支
那
民
舶
の
経
替
に
就
い

て

目

攻

-
、
民
舶
の
概
念

、
民
舶
の
支
那
拍
斧
輪
詮
に
於
け
る
重
要
性

豆
、
結
言

、
民
曲
目
儒
替
に
就
い
て

目
、
舶
行
に
封
ず
る

民
醐
業
の
隷
属
闘
停
に
就
い
て

民

舶

の

概

念

四
J、泉

第一一一瞬

プミ

大

貞

て
必
要
た
己
と
で
あ
る
。

先
づ
、
民
般
が
如
何
な
る
も
D
で
あ
る
か
と
い
ふ
所
調
、
民
舶
の
概
念
青
明
か
た
ら
し
め
て
長
〈
巴
と
は
本
研
究
に
と
っ
て
叡
め

民
柚
は
一
般
に
弐
白
如
く
制
附
さ
れ
て
ゐ
る
ロ
飢
ち
、
民
般
と
は
東
亜
沿
岸
就
中
、
支
那
の
黄
海
並
に
南
支
那
海
D
前
岸
若
し
く
は

支
那
本
土
肉
に
あ
る
無
数
の
大
小
河
川
、
ク
リ
ー
ク
、
運
河
湖
沼
等
忙
就
で
通
常
、
外
岡
人
聞
に
ジ
ヤ
ン
ク
、
戎
克
、

]
5
r
と
呼

ば
れ
て
ゐ
る
文
那
特
有
白
木
遣
帆
舶
を
指
す
の
で
あ
る
。
右
の
如
く
民
般
は
主
と
し
て
帆
姑
で
は
あ
る
が
、
ま
た
、
動
力
が
櫓
棟
、

水
牛
及
び
人
力
等
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
構
造
、
形
按
及
び
積
載
力
は
千
差
高
別
で
あ
る
。
殊
に
己
れ
は
支
那
忙
於
て
特
殊
た

吾
々
は
今
右
の
一
般
的
た
概
念
内
容
を
多
少
分
析
的
に
敷
約
し
て
明
か
た
ら
し
め
た
い
。

経
済
的
機
能
主
替
む
も
り
で
あ
る
か
ら
支
那
岡
有
の
経
済
に
と
っ
て
は
樹
め
て
重
要
た
も
白
で
あ
る
。

先
づ
第
-
K
地
理
的
に
み
る
揚
合
。
民
舶
は
東
亜
沿
岸
就
中
、
支
那
が
東
及
び
南
に
商
す
る
沿
岸
若
し
く
は
支
那
内
河
一
般
、
ク

上坂酉三、北主に於ける配給機構の研究、民舶の概念、興亜政治組掛肝究、第
一輯、早婚同大串現盟組済研究断綱、 2田 206買、拙稿、前費本主義的支那

の交遁手段、 154-156頁、東亜志士宮鯉桝肝究、田村市郎編、華北航業総曾鋼、
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リ
ー
ク
及
び
運
河
湖
沼
等
の
い
や
し
く
も
凡
そ
水
白
あ
る
と
己
る
は
品
目
ら
中
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
一
般
に
組
先
体
来

、
官
官
一
定
の
航
路
上
主
航
行
す

Z常
と
す
る
と
己
ろ
の
地
理
的
危
存
在
千
一
号
。
語
、
所
謂
号
電
器
へ
ば
長
岡
.

悌
印
比
島
、
馬
来
、
ス
マ
ト
フ
、
ピ
ル
マ
及
び
ジ
ヤ
パ
等
の
諸
地
域
に
は
恐
ら
〈
と
れ
に
類
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
如
き
も
の
が
あ

る
で
あ
ら
う
o

併
し
た
が
ら
、
先
づ
量
に
於
て
従
っ
て
ま
た
質
に
於
て
己
、
に
述
べ
る
と
と
る
の
支
那
白
民
般
に
於
け
る
が
如
昔
も

D
は
恐
ら
く
右
の
諸
地
域
陀
は
己
れ
を
鷲
見
し
え
た
い
で
あ
ら
う
ム
」
汚
へ
ら
れ
る
。
た
ん
と
た
れ
ば
、
右
の
如
〈
量
に
於
て
と
同
様

に
質
に
於
て
則
ち
、
支
那
と
そ
れ
以
下
の
誇
地
域
と
の
そ
の
経
掛
稜
展
の
段
階
が
著
L
〈
臭
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
相
具
っ
た
居
に

於
て
浮
ぷ
と
己
ろ
白
祢
在
は
警
へ
近
腕
限
的
に
相
似
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
全
然
相
臭
っ
た
も
の
左
し
て
認
識
さ
る
L
べ
曹
を

要
請
せ
ら
る
‘
る
か
ら
で
あ
る
@
か
ミ
る
解
燥
で
は
甚
だ
消
根
的
た
る
の
譲
り
を
売
が
れ
た
い
で
あ
ら
う
が
一
昨
階
、
民
舶
は
右
の
如
く

支
那
水
域
に
於
け
る
地
理
的
泣
存
在
と
断
定
し
て
も
業
支
へ
た
い
で
あ
ら
う
。

第
二
に
民
姑
ま
た
は
ジ
ヤ
ン
ク
と
い
ふ
名
稀
忙
就
い
て
ど
あ
る
が
、
己
の
種
の
舶
は
右
民
漣
ペ
た
如
く
、

一
般
に
帆
舶
が
多
い
と

い
ふ
と
己
ろ
か
ら
或
る
地
方
例
へ
ば
関
東
州
方
商
で
は
風
船
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
併
し
た
が
ら
、
右
の
例
外
宇
一
除
け
ば
、
殆
ん
ど
大

部
分
乙
白
種
白
胎
白
乙
と
を
民
踏
ま
た
は
ジ
ヤ
ン
ク
と
よ
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
民
紬
と
い
ふ
名
抑
制
の

'm来
に
就
い
て
通
例
二
つ
の
解
禅

が
あ
る
。
そ
り
一
は
支
那
政
府
交
通
部
が
汽
船
(
輪
畑
)
以
外
D
小
さ
い
柏
町
ち
凡
そ
帆
、
櫓
、
摺
を
用
ふ
る
舶
を
す
べ
て
民
般
と
言

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
己
と
、
あ
る
ひ
は
、
支
那
の
官
漣
が
所
有
す
Z
舶
を
官
踏
と
よ
ぶ
に
針
し
て
一
般
民
衆
の
所
有
す
る
一
定
規
模
の

も
白
を
氏
舶
と
秘
す
る
と
い
ふ
ゃ
う
た
極
〈
平
易
な
呼
稽
で
あ
る
E

と
い
ふ
解
料
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の
二
は
更
に
内
面
的
に
解
探
せ

ら
れ
て
一
般
に
民
舶
は
所
調
、
支
那
士
民
の
経
桝
生
活
と
密
接
た
閥
聯
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
や
う
在
意
味
合
ひ
か
ら
特
に

民
結
と
よ
ん
だ
も
り
で
あ
る
と
解
雑
せ
ら
れ
る
揚
合
で
あ
る
。

ま
た
、

ジ
ヤ
ン
ク
と
い
ふ
名
栴
及
び
そ
の
語
源
は
葡
萄
牙
諾
の

支
那
民
舶
の
鯉
替
に
就
い
で

第
一
一
一
揖

，、
七

停
五
十
七
巻

凹

丸

東亜同支曹、支那経済金書、第参韓、 283-3~O頁
支部四各阿川に就いては東亜同文書院支部肝究古f，、現代文那講座、棒 、
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支
那
民
舶
の
鰹
替
に
就
い
て

第
五
十
七
番

五
O 

第
一
-
一
説

六
J、

守口

E
と
い
ふ
船
名
か
ら
祢
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
説
、
ジ
ヤ
パ
及
び
隠
来
地
方

D
3
8
m
p
巴]。ロ四

と
よ
ば
れ
る
船
名
か
ら

脚
靴
し
た
も
の
で
あ
る
圭
い
ふ
論
及
び
元
来
E
の
ジ
ヤ
iy
ク
と
い
ふ
の
は
英
語
の
ス
ラ
ン
グ
で
俗
に
ガ
ヲ
ク
タ
も
の
屑
物
を
意
味
し

恰
も
民
舶
の
恰
好
が
外
岡
人
の
限
忙
か
L

る
屑
物
の
如
く
に
映
じ
た
印
象
か
ら
率
直
に
ジ
ヤ
ン
ク
と
よ
ば
れ
た
己
と
か
ら
之
が
究
第
/

に
益
聞
に
流
布
さ
れ
て
よ
れ
が
終
に
一
つ
の
名
和
に
た
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
九
九
ふ
説
等
が
あ
ふ
が
、
未
だ
何
れ
も
定
説
と
す
る
に

足
り
た
い
。
命
、
右
目
ジ
ヤ
ン
ク
を
戎
克
と
書
〈
と
と
か
ら
乙
の
戎
克
の
語
源
を
言
々
す
る
向
も
あ
る
。

一
識
に
ほ
と
れ
は
日
本
人

が
つ
け
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
読
と
、
ま
た
、
己
れ
は
葡
萄
牙
人
が
支
那
民
般
を
「
エ
ユ
ン
カ
」
と
か
「
ニ
ユ
ン
コ
」
と
吉
っ
て
ゐ
た

の
を
支
那
人
が
戎
克
の
支
宇
を
己
れ
に
嘗
て
た
の
で
は
た
い
か
と
い
ふ
説
及
び
一
誌
で
は
英
語
の
}
自
げ
を
あ
る
ひ
は
一
一
ユ
ン
カ
ル
」

読
ん
で
E
れ
か
ら
脚
化

L
て
と
の
字
を
あ
て
た
の
か
も
知
れ
た
い
と
論
や
る
も
の
も
あ
る
。
勿
論
何
れ
も
定
設
で
は
左
い
。

一
一
第
=
一
民
民
般
の
種
類
で
あ
引
が
、
概
ね
、
内
河
、
運
河
、
ク
リ
ー
ク
及
び
湖
沼
等
に
浮
べ
る
民
般
を
内
河
民
舶
ま
た
は
河
船
と
い

ひ
、
沿
岸
海
域
に
浮
べ
る
も
の
を
航
洋
民
机
閉
ま
た
は
海
印
刷
と
稀
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
地
域
的
に
み
て
南
方
民
崎
、
北
方
民
舶
及
び
長

江
民
粕
・
と
い
ふ
こ
ル
ト
も
あ
り
、
特
民
山
東
川
V

ヤ
ン
ク
と
か
舟
洲
胎
、

幅
建
崎
、

寧
波
叫
町
L
」
い
ふ
や
ろ
に
地
名
主
付
す
る
己
と
も
あ

る
。
お
も
己
の
外
に
利
子
、
木
崎
、
小
木
結
、
駁
舶
、
仙
舶
、
沙
踏
と
い
ふ
名
稿
が
あ
る
が
こ
れ
ら
は
あ
る
種
の
舶
の
一
一
軍
三
重
の

別
名
で
あ
っ
て
も
ん
上
り
と
h

に
い
ふ
民
結
と
は
概
念
上
全
然
別
個
の
も
の
ー
と
解
探
せ
ら
る
べ
昔
も
の
を
ふ
〈
ん
で
ゐ
る
。
然
L
、

賓
際
隠
は
か
L
る
も
の
と
民
締
と
の
識
別
困
難
一
な
る
も
D
が
あ
る
と
い
ふ
己
と
で
あ
る
か
ら
、
か
h
る
場
合
は
資
際
の
統
制

k
民
舶

会
合
D
委
員
が
遡
常
に
鑑
定
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
己
と
で
あ
る
。

第
四
に
動
力
、
構
造
及
び
積
誠
力
の
賠
か
ら
み
る
揚
台
、
民
舶
は
す
で
に
遁
ベ
た
如
〈
全
部
、
帆
(
風
カ
)
楠
、
権
、
水
牛
及
び
人

力
等
の
所
謂
同
然
力
主
動
力
と
し
て
ゐ
る
。
モ
し
て
、
モ
の
構
浩
、
結
型
等
は
そ
れ
が
夫
々
地
方
色
を
持
て
る
己
と
h

そ
れ
が
航
行

は内洞白主主遣を意味する。/
クリーク (creek)に就いての貴重なる研究は池間静夫、江南クリーク文化史
論、 (J奥illi..i湿潤研究、二二巻ー蝉)支那水利地理史参側、拙稿、前調論文'5'
百、天野元志助、前掲替、 525頁
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す
る
水
域
の
自
然
的
諸
傑
件
例
へ
は
河
川
な
る
と
ι冊
洋
な
る
と
激
流
、
急
満
た
る
と
の
そ
れ
ら
に
於
け
る
差
蓮
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

が
寅
忙
千
差
高
別
で
あ
る
と
と
か
ら
恐
ら
〈
己
れ
を
精
確
に
調
費
す
れ
ば
殆
ん
ど
何
百
種
区
上
る
か
わ
か
ら
な
い
。
古
叫
に
積
載
カ
は

大
鰐
、
総
噸
敢
に
し
て
五
・
式
順
か
ら
二
・
三
百
頓
在
中
心
に
大
き
い
も
の
に
在
る
止
五
・
六
百
噸
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
己
れ
は
貫

量
畷
忙
し
て
一

二
噸
か
ら
三
・
四
百
噸
迄
の
も
り
で
あ
る
。

、

第
四
に
民
舶
の
経
済
上
に
於
て
有
す
る
と
己
ろ
白
機
能

ι就
い
て
む
あ
る
が
‘
何
れ
後
述
す
る
や
う
に
そ
れ
に
支
那
忙
於
け
る
民

舶
の
量
的
議
建
と
民
船
業
の
波
展
と
は
買
に
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、
そ
し
ζ

そ
れ
が
支
那
間
有
の
粧
怖
生
荊
に
と
っ
て
特
殊
忙
し
て

日
一
つ
責
要
注
る
機
能
を
泉
し
つ
L
あ
る
と
い
ふ
己
と

ι閲
し
て
む
あ
る
。
己
れ
は
一
つ
に
は
支
那
は
周
知
の
如
〈
、
陣
窪
の
議
建
し

て
ゐ
旦
割
合
に
水
還
の
便
が
更
に
著
し
く
設
建
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
ら
と
相
呼
臆
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
品
目
度
、
険
上
に
於

け
る
非
軍
ま
た
は
一
輪
車
の
や
う
た
機
能
主
凡
モ
民
舶
が
あ
ら
ゆ
る
水
路
上
に
於
て
幣
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
剖
ち
、
民

般
は
特
に
支
那
に
於
て
顕
著
た
鼓
訟
を
一
た
し
た
る
網
欣
を
た
せ
る
水
路
を
利
用
し
て
恰
も
毛
細
管
的
た
水
上
交
通
職
議
。
機
能
を
果

し
、
日
用
雑
ロ
同
例
へ
ば
、
農
産
物
と
し
て
白
大
萎
小
菱
、
胡
腕
、
高
架
、
照
草
、
盤
、
砂
糖
の
如
曹
、
海
産
物
ー
と
し
て
の
魚
類
、
腫

干
類
、
海
藻
類
、
音
産
物
と
し
て
の
豚
皮
、
ヰ
皮
、
あ
る
ひ
は
漆
泊
、
桐
泊
、
粟
、
腕
、
及
び
附
蒋
物
の
如
雪
を
奥
地
の
生
産
地
か

ら
集
散
地
及
び
中
心
市
場
へ
と
運
搬
し
、
い
や
し
く
も
水
苫
へ
あ
れ
ば
何
底
に
し
て
も
行
か
す
る
左
己
ろ
な
し
と
言
ひ
う
る
が
如
〈

そ
の
吃
水
浅
〈
し
て
舶
底
届
平
た
る
が
矯
め
諸
港
欄
問
、
河
川
、
ク
リ
ー
ク
碕
頭
等
へ
白
白
に
山
川
入
し
う
る
白
と
、
そ
の
燃
料
不
用
た
る

が
震
め
と
に
よ
り
凡
そ
交
通
機
能
の
鮪
か
ら
時
前
父
、
運
賃
共
仙
の
離
か
ら
み
て
民
庄
の
低
い
支
那
岡
有
の
一
鰹
抗
に
於
て
貨
に
重
要
た

呂
経
済
上
の
機
能
を
果
し
つ
h

あ
る
。
4

ん
も
燃
料
不
用
た
る
己
と
は
長
所
と
い
へ
ば
長
所
で
あ
る
が
、
反
雨
、
風
力
と
い
ふ
ゃ
う
た

所
謂
、
自
然
力
に
依
存
す
る
が
矯
め
に
所
要
航
海
日
教
の
不
定
た
る
と
、
一
過
謹
性
、
安
全
性
等
の
交
誼
上
白
諸
要
件
か
ち
み
て
若
干

支
部
民
舶
の
騨
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

五

第
三
挽

六
丸

， 
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支
那
民
舶
の
紐
替
に
就
い
て

き1

第
五
十
七
巻

五

第一-一線

の
弱
貼
を
持
ち
且
っ
そ
の
積
載
力
が
少
い
矯
め
石
炭
、
鱗
石
、
機
械
類
等
白
JR
量
貨
物
を
運
搬
し
え
な
い
と
い
ふ
己
と
等
の
弱
賄
を

持
っ
て
ゐ
る
が
元
来
か
L
る
乙
と
の
必
要
を
感
じ
て
ゐ
た
い
支
那
同
有
の
経
済
咋
と
っ
て
は
民
的
は
そ
れ
だ
け
す
で
に
重
要
な
る
機

能
主
果
し
り
h
あ
る
存
在
で
あ
Z
と
考
へ
ち
れ
る
で
あ
ら
う
。

之
を
要
す
る
に
、
民
舶
は
右
の
如
〈
一
定
地
域
に
於
け
る
特
殊
た
経
消
的
諸
枇
合
閥
係
の
内
部
に
於
て
諸
他
の
枇
品
関
経
消
部
門
に

相
支
へ
ら
れ
て
護
達
し
た
る
止
己
ろ
の
原
始
的
危
未
裂
達
注
水
上
交
通
機
関
で
あ
る
と
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

民
舶
の
支
那
沿
岸
輪
出
唱
に
於
け
る
重
要
性

β 

民
般
の
何
た
る
か
に
就
い
て
、
そ
の
概
念
の
大
様
を
述
べ
た
菩
々
は
突
に
こ
の
民
舶
が
，
支
那
白
水
上
輸
送
に
於
て
如
何
た
る
程
度

の
章
一
要
性
を
持
っ
て
ゐ
る
も
白
で
あ
る
か
と
い
ム
己
と
を
今
少
し
〈
貸
詩
的
に
述
べ
て
み
た
い
と
息
ふ
。

支
那
に
於
て
今
日
向
、
原
始
的
友
所
謂
未
満
出
逢
た
交
通
手
段
が
支
配
的
危
地
位
を
有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
己
と
に
就
い
て
は
既
に
一

度
前
に
鰯
れ
て
告
い
た
E
と
が
ら
で
あ
ろ
r

民
舶
は
)
止
に
と
の
来
強
建
た
交
通
手
段
目
中
で
も
特
に
最
も
代
表
的
た
も
の
し
し
言
。
て

も
差
支
へ
た
い
で
あ
ら
う
。

先
づ
、
民
舶
白
支
那
水
上
輸
設
に
於
け
る
頭
要
牲
に
就
い
て
概
槻
し
て
み
る
友
ら
ば
、
か
の
文
那
研
境
家
で
著
名
な
ウ
イ
ッ
ト
・

フ
オ

1
Hケ
ル
は
あ
る
墜
者
の
研
究
し
た
る
「
斯
江
省
民
和
け
る
交
通
機
関
」
怠
る
一
一
調
査
の
結
論
に
基
い
て
吠
の
如
〈
辿
べ
て
ゐ
る
。

即
ち
、
「
蒸
気
舶
の
侵
入
は
支
那
の
水
上
交
遇
税
中
、
海
上
交
通
に
而
し
て
関
内
交
通
に
も
大
打
撃
を
興
へ
た
の
そ
れ
に
も
不
拘
、

蓄
式
の
航
海
業
は
他
の
領
域
に
於
け
る
他
の
古
い
形
態
と
同
じ
ゃ
う
に
機
械
の
競
争
陀
謝
し
て
粘
り
強
く
自
己
を
防
衛
し
た
。
車
日
々

は
支
那
に
於
町
る
機
械
の
勝
利
を
飴
り
に
簡
車
に
考
へ
て
ゐ
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
一
考
を
促
す
に
足
る
と
己
ろ
の
一
つ
の
械
設
を
再

拙稿、前掲論文、東亜椎骨締椅肝究、第 胸、所載、田村市郎編
Meum; of Communicatins of Chekiang， Chinese Ec、nomic Journal Vot 1. 
Janu.， 1927. P. 123 
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録
す
る
こ
止
を
以
つ
で
満
足
し
ゃ
う
。
印
ち
、

一
九
三
七
年
に
あ
っ
て
も
漸
江
省
の
海
岸
地
方
縫
っ
て

k
海
の
奥
地
及
一
連
の
半
近

代
化
さ
れ
た
諸
海
港
都
市
の
近
〈
に
於
て
沓
式
の
交
通
舎
枇
の
皐
げ
た
取
引
高
は
〈
白
省
の
近
代
的
蓮
職
合
枇
の
そ
れ
よ
り
も
逢
か

に
大
き
か
っ
た
」
と
¥
ま
た
か
の
唐
雄
傑
は
「
院
務
理
韓
米
穀
運
輸
過
程
之
検
討
」
た
る
論
文
に
晶
い
て
次
白
如
〈
漣
べ
て
ゐ
る
。
「
科

皐
文
明
白
今
日
、
輸
送
機
関
も
日
進
月
歩
、
新
陳
代
謝
白
原
則
に
よ
り
一
切
の
信
式
機
関
は
淘
汰
さ
れ
つ
h
あ
る
に
も
不
拘
、
安
徽

江
蘇
、
漸
江
、
江
閥
、
四
省
内
の
米
穀
輸
送
に
沿
い
之
の
欣
態
は
之
と
異
友
り
、
蕎
式
の
民
舶
は
淘
汰
さ
れ
た
い
の
み
た
ら
や
そ
白

地
位
が
却
っ
て
高
く
註
り
つ
、
あ
る
有
様
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
支
郊
農
業
経
済
研
究
の
構
成
、
天
野
一
冗
之
助
氏
は
や
は
り
民
舶
の

腰
倒
的
欣
態
を
指
摘
し
て
究
の
如
く
遇
ペ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
「
水
陸
運
輸
の
競
争
せ
る
地
域
で
は
短
距
離
に
於
で
さ
へ
餓
道
が
民
舶
に

ヂ

タ

歴
倒
さ
れ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
、
江
南
Z

一
角
地
帯
に
於
て
も
民
園
廿
三
年
(
一
九
一
一
一
凹
)
嘉
興
よ
り
上
海
に
搬
出
さ
れ
た
乾
繭
二
高
七
千

一
一
昔
包
の
う
ち
帆
般
に
よ
る
も
の
が
二
高
也
千
包
に
謝
し
鈎
遣
で
搬
ば
れ
た
の
は
僅
か
に
コ
一
百
匂
帥
ち
民
般
職
拍
車
由
一
仇
に
過
ぎ
た

と
。
ま
た
、
別
の
個
所
で
、
「
食
米
に
就
い
て
み
れ
ば
民
図
十
九
年
よ
り
一
一
十
三
年
ま
で
の
聞
に

k
海
民
治
け
る
瞬
着
米

の
数
量
は
内
河
着
米
の
一
入
%
に
す
ぎ
や
‘
民
国
十
九
年
の
最
高
時
で
も
=
二
%
除
、
廿
一
年
は
僅
か
に
八
%
を
占
む
る
に
す
ぎ
た

か
っ
た
」
と
。

か
っ
た
」

以
仁
三
氏
の
提
言
を
綜
合
す
る
に
少
く
と
も
民
舶
が
如
何
に
重
要
性
を
持
ち
、
如
何
忙
支
配
的
で
あ
る
か
と
い
ム
E
と
の
一
端
が

わ
か
る
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
、
民
舶
は
何
が
故
に
然
か
〈
重
要
性
を
持
ち
且
つ
支
配
的
で
あ
る
白
で
あ
る
か
。
吾
々
は
と
の
離
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え

た
い
。
吾
々
は
然
か
る
所
以
の
も
の
を
交
通
経
済
一
般
に
於
け
る
諸
要
件
か
ら
一
々
検
討
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

先
づ
、
民
胞
は
経
済
上
他
の
交
通
機
関
と
の
比
較
関
聯
に
告
い
て
如
何
た
る
交
通
機
能
主
果
す
も
の
で
あ
る
か
。
己
れ
は
す
で
に

第
五
十
七
巻

支
那
民
畑
町
艇
脅
に
就
い
r

て

七

五

第一一一統

秋山梓註曹、安徹、江蘇、開江、江困、四省米穀罰時過程の検討、?描蹴調査
月報、 20巻、 2抜、 248頁(原論文は交通雑誌、傍五巻、停五六止七期連載)
荒野元志曲、前掲書:>r454頁
天野元之助、前掲書、 454-455頁
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支
那
国
畑
。
経
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

第一一一擁

七

五
回

民
舶
の
概
念
の
E

と
こ
ろ
で
一
度
鏑
れ
て
沿
い
た
と
と
る
で
あ
る
が
、
菩
々
は
更
に
翻
っ
て
他
白
交
通
機
関
の
そ
れ
を
一
件
ず
る
己
正

に
よ
っ
て
重
ね
て
論
究
し
た
い
と
息
ふ
。

支
邪
D
銭
道
は
ず
で
忙
刷
知
の
如
く
概
ね
列
強
の
利
擁
的
謝
象
企
し
で
敷
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
矯
め
貨
に
そ
れ
は
文

那
同
有
の
経
済
に
於
て
そ
白
交
通
機
能
を
充
金
に
果
す
ほ
ど
に
は
好
都
合
に
は
出
来
て
を
ら
一
泣
い
。
郎
ち
、
交
誼
機
能
上
通
常
最
も

重
要
と
さ
る
L
と
と
ら
の
諸
要
件
邸
ち
、
連
絡
性
、
安
杢
性
、

R
確
性
及
び
低
廉
性
に
と
っ
て
支
那
敏
道
は
最
も
多
〈
快
〈
る
と
己

ろ
が
あ
る
。
銭
道
敷
設
が
地
方
的
乃
至
割
操
的
で
あ
る
か
ら
、
観
め
て
蓮
絡
が
悪
〈
.
更
に
そ
れ
は
軌
僚
の
不
統
一
た
る
己
と
に
よ
っ

て
二
暦
決
定
的
た
ら
し
め
ら
れ
、
畿
道
経
営
D
腐
敗
と
草
鞠
其
他
蓮
職
費
材
白
損
傷
及
び
軍
閥
の
暴
皐
等
は
そ
白
安
全
性
と
正
確
性

と
を
極
度
に
低
下
せ
し
め
倫
且
、
民
度
の
低
い
支
那
粧
桝
に
於
て
最
も
重
要
在
る
意
味
を
持
っ
と
と
る
白
銭
道
運
賃
が
非
常
に
高
慈

賞
で
あ
る
と
い
ふ
己
と
等
は
愈
々
以
っ
て
支
那
鈎
道
の
支
那
粧
済
k

h
い
て
封
つ
べ
き
交
通
機
能
上
の
地
位
を
決
定
的
た
ら
し
め

る
も
の
で
あ
る
。

次
に
支
那
の
自
動
車
が
近
来
異
常
ど
愛
達
し
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
は
す
で
に
↑
般
に
認
め
て
ゐ
る
と
と
る
で
あ
る
。
が
然
し
そ
り

交
通
上
白
利
便
宜
提
供
し
て
ゐ
る
範
域
が
上
海
、
庚
束
、
南
京
、
北
京
、
天
津
、
青
島
及
び
漠

q
の
や
う
友
所
請
、
近
代
的
な
大
都

市
に
局
限
さ
れ
且
又
貸
際
上
例
の
薦
異
的
措
戸
建
を
遂
げ
た
と
一
般
に
稽
せ
ら
れ
て
ゐ
る
止
己
ろ
の
会
略
目
上
を
走
っ
て
ゐ
る
も
の
は

高
々
全
健
白
三
分
白
一
位
で
あ
ら
う
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
己
の
公
路
の
護
遼
が
質
的
に
甚
し
〈
不
完
全
さ

を
兎
れ
在
い
現
欣
か
ら
考
へ
て
み
て
自
動
車
交
過
の
晴
嵐
建
程
度
は
大
煙
、
想
像
に
難
〈
た
い
ん
己
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
モ
の
持

う
交
通
機
能
上
白
地
位
を
論
争
る
み
」
い
ふ
ゃ
う
た
己
と
は
、
支
那
に
あ
り
で
は
未
だ
倫
早
で
あ
る
と
注
す
感
が
あ
Z
。

弐
に
支
那
に
於
け
る
汽
舶
は
殆
ん
ど
大
部
分
、
外
園
抗
踏
年
依
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
航
行
匝
域
が
主
要
沿
岸
並
に
何

天野元志助、前掲帯~ 404-405頁、 452-453頁、支那銭迫田無軌道ぷりは池
田静夫、支那水利地理奥軒究ラ 324-325頁参照
天野元之助、前掲書、 4剖-4117頁、池田静夫、前掲香~ 330頁
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川
航
路
に
限
定
さ
れ
、
加
之
、
構
濁
施
設
が
不
充
分
で
あ
る
と
い
ふ
止
と
ろ
か
ら
考
へ
て
み
て
も
著
し
〈
低
位
托
あ
り
、
主
し
て
そ

れ
が
支
那
固
有
の
経
怖
に
沿
い
て
然
か
く
交
通
機
能
上
に
充
杢
友
る
僚
件
左
右
す
る
も
の
と
は
断
巳
難
い
で
あ
ち
ろ
。

之
主
要
す
る
に
、
支
那
に
於
け
る
鱗
道
、
自
動
車
及
び
汽
賠
等
の
所
謂
、
近
代
的
配
代
表
的
交
通
機
関
は
何
れ
も
支
那
粧
桝
に
於

て
は
特
K
そ
の
完
全
た
る
交
通
機
能
上
の
傑
件
を
提
供
す
る
も
の
で
は
た
く
、
こ
れ
は
概
紅
、
極
め
て
愛
則
的
た
所
謂
、
半
植
民
地

的
と
で
も
「
一
日
ふ
う
る
が
如
苦
警
速
を
た
せ
る
も
の
と
臥
定
せ
ざ
る
を
え
-
泣
い
。

か
h

る
断
定
は
す
で
に
前
段
に
告
い
て
述
べ
た
と
と
ろ
の
支
那
に
於
て
前
者
本
主
義
的
た
交
週
手
段
が
支
配
的
な
り
と
だ
す
と
己

ゐ
の
そ
の
提
一
一
昌
止
恰
皮
ま
苫
虻
相
表
裏
を
た
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
呂
。

然
ら
ぽ
、
民
舶
は
己
の
交
通
粧
済
上
の
諸
要
件
よ
り
み
て
支
那
評
椅
に
於
T
如
何
た
る
役
割
を
巣
す
も
の
で
あ
る
か
。

先
づ
、
連
絡
性
と
い
ふ
賦
か
ら
み
た
る
揚
合
、
民
般
は
す
で
に
一
言
し
て
沿
い
た
如
〈
、
か
の
支
那

ι於
て
特
に
顕
著
に
殻
建
し

た
る
水
路
を
利
用
し
て
殆
ん

E
恰
も
毛
細
管
的
交
通
と
稲
し
で
も
過
言
で
は
た
い
と
E
る
の
機
能
を
果
し
つ

h
b
z
。
支
那
に
沿
け

る
水
路
の
延
長
ば
線
計
約
六
六
五

O
O粁
は
下
ら
た
い
と
一
言
は
れ
る
が
就
中
、
そ
ん
の
四
六
五

O
O粁
は
民
般
航
行
可
能
の
水
路
と
さ

れ
る
。
。
・

2
h
r
の
如
曹
は
運
河
の
全
長
五
四

0
0
0粁
、
吃
水
の
潔
い
結
舶
D
航
行
可
能
水
路
を
約
一

0
0
0
0
0粁
以
上
正
算

定
し
て
ゐ
る
が
、
か

ι
J
O
計
算
は
無
慮
数
高
汗
に
建
ず
る
ク
リ
ー
ク
網
に
烏
ゆ
る
綿
延
長
を
見
積
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
か
く

の
如
く
中
南
支
郊
の
大
小
無
数
の
河
川
、
湖
泊
、
運
河
、
ク
リ
ー
ク
殊
に
蘇
州
デ
ル
タ
地
方
の
ク
リ
ー
ク
等
は
何
れ
も
大
た
り
小
な

り
水
路
が
道
一
絡
を
持
つ
か
ら
い
や
し
く
も
水
さ
へ
あ
れ
ば
敢
へ
て
吃
水
白
濃
い
舶
底
扇
平
一
な
る
民
舶
は
ク
リ
ー
ク
か
ら
ク
リ
ー
ク

へ
、
夕
刊
‘
L
ク
か
ら
河
川
へ
湖
水
へ
と
黙
々
脈
々
左
し
で
恰
も
毛
細
管
白
川
き
連
絡
路
左
辿
っ
て
相
交
通
す
る
白
妙
を
え
て
ゐ
る
と

一
品
ふ
べ
き
で
あ
る
。
時
に
は
沿
岸
に
滑
っ
て
港
か
ら
港
へ
、
鳴
頭
か
ら
碕
頭
へ
と
住
意
に
山
川
入
す
る
使
ば
到
底
、
民
問
た
ら
で
は
出

支
那
民
船
内
料
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

七

五
歪孟

第

披

ソグエツト大百科酢典、全貌支部、大橋哲哉謹、昭和'3年3JJ
Grover Clark， Economic Riva1ri品 in"China， 1932， p. 34 
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支
那
民
舶
の
輯
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

一
五
六

第
三
掠

七
回

来
な
い
婆
営
で
あ
る
。
殊
陀
民
舶
は
港
湾
設
備
の
や
う
友
も
の
は
事
も
必
要
と
し
泣
い
の
で
あ
っ
て
極
く
筒
草
在
る
方
法
を
以
っ
て

然
る
ペ
〈
荷
揚
、
荷
積
、
積
換
八
等
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
と
れ
は
後
江
述
べ
る
運
搬
手
績
の
簡
易
な
る
と
共
に
民
時
の
特
長
冒
と
さ
へ

考
へ
ら
れ
る
で
あ
る
う
。

自
然
力
に
依
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
E

と
か
ら
み
れ
ば
至
っ
て

E
神
性
に
乏
し

究
民
、
所
謂
戸

E
吋
耐
性
、
安
全
性
等
に
於
て
は
第

い
と
い
ふ
こ
と
及
び
第
二
に
民
舶
の
構
浩
が
凌
波
刷
出
あ
る
に
し
て
も
輸
送
上
時
と
し
て
遭
遇
す
る
己
と
あ
る
ペ
苦
天
同
型
地
時
世
に
際
し

て
勿
論
そ
の
程
度
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
け
れ

E
も
一
般
に
安
全
性
乏
し
き
も
の
あ
る
は
否
定
し
が
た
い
と
乙
ろ
で
あ
る
。
け
だ
し
、

右
の
如
〈
一
般
忙
己
の
直
確
性
、
安
全
性
の
遁
求
は
一
限
、
交
通
機
能
主
果
す
上
に
は
墜
し
い
と
止
が
ら
で
あ
る
け
れ

E
も
民
般
が

持
つ
支
那
経
済
に
於
け
る
支
配
位
若
し
く
は
重
要
性
は
己
れ
に
も
増
し
て
深
刻
な
る
も
の
が
あ
り
且
っ
そ
れ
が
持
つ
経
桝
生
活
へ
の

浸
透
性
か
ら
か

h
Z
機
能
上
白
要
請
は
宥
遁
せ
ら
れ
で
ゐ
る
と
み
て
差
支
へ
た
い
で
あ
ろ
う
。

市
叫
に
運
賃
の
低
廉
性
の
程
度
で
あ
る
が
、
民
舶
の
運
賃
が
他
の
交
通
機
閥
白
運
賃
白
低
廉
性
に
比
較
し
て
驚
く
べ
き
程
度
比
低
廉

で
あ
る
と
と
は
民
度
白
低
い
支
那
に
於
て
殊
に
貫
要
に
し
て

E
つ
有
力
在
る
機
能
の
一
つ
で
わ
る
と
考
へ

5
0
邸
ち
、
例
へ
ば
毎
粁

営
り
諸
交
通
機
関
の
輪
選
費
は
凡
モ
突
の
如
き
削
合
に
た
っ
て
ゐ
る
。
民
舶
が
一
円
仙
一
厘
、
鍛
道
が
コ
仙
、
酬
明
使
畿
道
、
岡
崎
馬
等
が

一
輪
車
が
一
九
仙
、
人
力
が
=
一
十
四
仙
。
か
の
ラ
イ

E
マ
ー
の
報
昔
蓄
に
よ
れ
ば
一
粁
噸
営
り
の

二
仙
四
庫
、
自
動
車
が
三
十
仙
、

~ 

合、華北航業、第テI 腕、中村義雄、韓主主力か b~拠?を民鵬、 18頁
書、 332頁、天野元之功、前掲帯、 605頁
掲帯、 456頁、 605頁

各
交
通
機
関
の
運
賃
比
較
は
一
輪
車
は
民
般
の
九
倍
、
螺
局
、
騎
馬
等
は
民
舶
の
十
倍
、
貨
物
自
動
車
は
民
舶
の
十
三
か
ら
二
十
六
川
町志

倍
、
織
選
は
民
蛤
白
二
か
ら
九
倍
で
あ
る
と
裂
表
さ
れ
て
ゐ
る
o

E
れ
に
よ
っ
て
み
る
も
民
舶
が
如
何
に
低
運
賃
で
あ
り
、
そ
れ
が

v

一耳

北
岡
野

草
池
天

如
何
に
魅
惑
的
で
あ
る
か
の
所
以
が
b
か
る
で
あ
ろ
う
。

申
ー
に
、
迅
速
性
の
酔
刊
で
あ
る
が
、
理
論
上
汽
車
白
迷
皮
は
民
舶
の
そ
れ
よ
り
秀
れ
て
ゐ
る
と
と
は
自
明
の
己
と
が
ち
で
あ
る
が
、

10) 
口)
12) 



支
郊
に
於
て
は
概
ね
、
事
賃
上
己
れ
に
つ
い
て
反
封
現
象
が
生
宇
る
例
が
頗
る
多
い
。
己
れ
は
如
何
な
る
原
因
に
操
る
か
と
言
ふ
に

支
那
の
鎖
道
輸
送
は
車
輔
が
乏
し
い
た
め
に
車
鞠
の
交
渉
、
積
込
褒
詮
白
時
自
の
噛
胤
想
が
締
め
て
不
確
賓
た
の
と
、
荷
主
か
ら
停
車

揚
へ
搬
入
し
て
こ
れ
を
貨
車
K
筏
込
み
、
己
れ
を
目
的
地
忙
於
て
積
卸
し
己
め
貨
物
が
荷
受
人
へ
搬
入
せ
ら
れ
る
ま
で
の
所
調
、
積

換
へ
作
業
が
運
開
会
司
等
白
介
在
た

E
が
あ
っ
日
し
そ
の
問
K
数
々
の
無
責
任
が
生
じ
そ
白
取
扱
ひ
が
初
め
て
不
確
貨
に
し
て
綬
慢
で

/
 

あ
る
か
ら
に
他
た
ら
ぬ
。
之
に
民
し
て
民
結
は
た
る
ほ
ど
輸
送
の
蓮
皮
は
判
明
慢
で
遅
い
け
れ
ど
も
舶
白
胞
が
極
め
て
F
含
却
に
獲
得
問

来
且
つ
積
換
へ
作
業
等
も
水
路
が
連
絡
し
て
を
ら
ざ
る
揚
合
は
い
ざ
し
ら
や
、
然
ら
ざ
る
揚
合
は
そ
の
必
要
が
生
じ
た
い
の
で
あ
る

か
ら
却
っ
て
早
く
目
的
地
へ
到
達
す
る
の
結
果
、
と
た
る
。
運
送
貨
物
が
腐
敗
し
易
い
農
産
物
の
如
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
、
止
む

を
え
た
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ

E
も
、
米
、
繭
の
如
き
も
の
で
あ
れ
ば
大
し
た
障
碍
は
な
い
で
色
ろ
う
。
従
来
、
支
那
人
は
一
般
に

蓮
度
に
つ
い
て
の
概
念
が
極
め
で
稀
薄
で
あ
る
か
ら
倫
夏
大
し
た
障
碍
は
起
ち
た
い
で
あ
ろ
う
。
か
の
輪
途
上
の
責
任
の
問
題
も
信

用
あ
る
胞
長
に
托
す
る
た
ち
ば
却
っ
て
業
者
の
所
謂
ギ
ル
ド
的
精
神
に
よ
っ
て
永
い
習
慣
か
ら
幸
ひ
に
或
る
程
度
モ
め
慌
面
が
維
持

せ
ら
れ
て
ゐ
る

h
h
ム
己
と
は
注
目
す
べ
き
事
賓
と
言
は
な
く
て
は
た
ら
お
。

最
後
に
濁
り
口
町
般
に
と
っ
て
の
み
重
要
た
る
E
と
が
ら
は
後
述
す
る
が
如
く
民
舶
は
交
油
機
関
と
し
て
の
み
た
ら
や
同
時
に
配
給

機
閲
と
し
で
の
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
が
矯
め
に
交
通
機
能
k
の
み
た
ら
守
配
給
機
能
上
に
沿
い
て
も
重
要
刊
を
持
っ
て
ゐ
る
と
い
ム

乙
と
で
あ
5
0
支
那
忙
は
周
知
の
如
く
今
向
、
極
め
で
原
始
的
な
市
場
が
晶
「
い
。
例
へ
ば
、
北
支
那
方
面
で
は
集
市
と
か
集
揚
と
か

一
一
日
は
れ
る
定
期
市
が
、
ま
た
、
南
支
那
方
町
で
は
虚
、
虚
市
と
か
言
は
れ
る
定
期
市
が
あ
っ
て
三
の
目
と
か
、
五
白
日
と
か
忙
所
謂

市
が
立
つ
の
で
あ
る
。
市
の
立
つ
場
所
は
概
ね
、
農
村
の
田
舎
町
た
る
鏡
、
市
、
燃
の
粟
落
部
落
で
あ
っ
て
乙
の
目
を
除
い
で
は
農

村
は
同
舎
町
へ
出
向
か
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
か
L

る
市
場
主
支
配
す
る
と
乙
る
白
所
謂
、
牙
行
、
客
桟
、
行
桟
、
報
開
行
と
か
稲
せ

宜
那
民
舶
の
躍
瞥
忙
就
い
て

第
五
十
七
巻

五
七

第一一一旗

七
五

世間郁夫、前掲書、 327頁13) 
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支
那
民
舶
の
鰹
替
に
就
い
て

事
五
十
七
巻

七
占〆、、

二
五
八

第一一一腕

ら
れ
る
と
己
ろ
の
も
の
一
は
古
来
か
ら
一
聯
の
配
給
機
関
と
し
て
勝
又
、
重
要
在
る
市
揚
構
成
員
と
し
て
己
れ
ら
市
揚
の
絶
封
的
支
配

者
と
し
て
今
日
に
歪
ワ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
支
那
の
商
業
枇
舎
に
牢
固
た
る
基
礎
地
盤
を
も
っ
と
と
る
の
商
界
の
主
者
に
等
し

き
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
一
定

ω
認
轍
機
関
と
結
託
し
て
一
定
の
商
業
閤
を
維
持
せ
ん
と
企
て
る
の
で
あ
る
。
民
舶
は
右
の
如
〈
交

通
運
輸
の
機
関
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
同
時
に
ま
た
か
く
の
如
き
支
那
特
有
の
商
業
組
織
の
中
忙
封
鎖
せ
ち
れ
た
が
如
き
恰
好
で
存
在

を
続
け
て
ゐ
る
一
つ
の
配
給
機
関
と
し
て
の
一
一
曲
を
も
っ
て
ゐ
る
。

之
を
要
す
る
に
か
〈
の
如
き
文
那
此
於
け
る
民
舶
は
凋
り
水
上
交
通
機
能
に
沿
い
て
の
み
友
弘
宇
配
給
機
能
に
長
い
て
も
貨
に
抜

く
べ
か
ら
ざ
る
主
要
札
を
持
て
る
も
の
で
あ
っ
て
支
那
人
の
経
済
生
活
の
中
に
深
〈
喰
入
つ
点
目
存
在
と
た
っ
て
ゐ
る
己
と
は
軒
々
し

〈
否
定
し
が
た
い
と
と
で
あ
る
と
思
ム
。
2

か
L

る
民
舶
の
粧
済
的
重
要
性
は
然
ら
ば
賃
設
的
に
如
何
在
る
結
果
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
ロ
吾
々
は
最
後
忙
と
れ
に
も
右
と
同
じ

く
一
つ
の
結
論
を
見
出
し
た
い
と
思
ム
。

先
づ
、
時
舶
の
隻
数
及
び
頓
数
は
ど
の
位
あ
る
も
一
の
で
あ
ん
う
か
。

北
支
那
方
而
で
は
昔
か
ら
南
船
北
馬
と
い
は
れ
る
と
と
る
か
ら
察
せ
ら
れ
る
や
う
に
水
上
運
輸
で
は
比
較
的
K
比
重
の
軒
い
方
で

4
 

あ
る
が
そ
れ
で
も
華
北
航
紫
、
総
公
舎
傘
下
の
民
舶
は
昭
和
十
五
年
の
調
費
で

d

一
高
七
千
二
百
三
十
三
隻
で
、
十
八
寓
八
千
百
三
一
十
四

綿
噸
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
中
支
那
方
聞
で
は
蘇
新
院
民
舶
醐
刷
会
品
目
調
査
民
よ
れ
ば
右
と
同
年
度
に
揚
子
江
下
流
心
↑

部
で
同
公
舎
加
入
の
内
河
民
舶
が
十
宮
内
四
十
五
隻
で
、
七
十
五
高
八
千
百

O
四
総
噸
、
航
洋
民
舶
が
一
高
三
千
八
百
隻
で
、
十
八
高

三
千
百
九
十
四
棉
噸
、
合
計
、
十
一
高
=
一
干
八
百
四
十
五
菱
で
、
九
十
岡
高
一
千
二
百
九
十
八
紘
噸
で
あ
る
。
己
の
外
忙
同
公
舎
が

民
舶
の
調
去
を
開
始
し
て
以
来
、
毎
月
約
一
二

0
0
0隻
飴
の
新
規
加
入
民
舶
が
あ
っ
た
と
い
ふ
己
正
仕
注
目
す
ベ
昔
と
と
が
ち
で
長
引

華北航業車車時台、前掲書、 26頁
華北航業総長官、華北航業、第口鋭、水野邦雄、中主に於ける民舶業に就い
て、 26頁[
水野邦雄、前掲論文、 27頁
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る
。
次
忙
、
市
支
那
方
面
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
正
確
た
統
計
も
泣
く
ま
た
調
査
も
進
捗
し
て
を
ら
た
い
模
様
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
、
少
く
と
も
十
民
笠
以
上
主
超
過
し
て
ゐ
る
と
い
、
品
己
と
で
あ
り
、
平
均
一
隻
十
線
頓
と
し
て
も
約
百
寓
綿
噺
は
下
ら
な
い
も

の
と
一
般
に
観
測
さ
れ
て
ゐ
る
。

支
郊
の
民
蹄
総
合
計
は
二
十
二
・
一
二
寓
隻
と
た
り

一
隻
十
線
噸
平
均
と
み
て
も
二

か
く
て
、

百
十
五
・
六
寓
綿
噸
は
下
ら
左
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
右
心
統
計
は
何
れ
も
北
中
支
で
の
事
鑓
後
の
調
賓
に
操
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
己
れ
に
事
鑓
前
白
長
江
一
帯
の
み
で
の
現
在
の
民
結
綿
公
台
帳
域
に
現
在
以
上
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
民
結
綿
数
約
三
十
高

隻
、
平
均
十
綿
噸
と
し
て
約
三
百
高
一
切
品
ふ
れ
ば
民
胞
の
金
支
線
合
計
約
五
十
二
二
一
一
車
虫
、
平
均
十
抽
説
明
と
し
て
約
五
百
高
繍

噸
は
確
貸
比
存
在
しJ
た
と
推
定
さ
れ
う
る
で
あ
る
け
。
事
費
前
、
支
那
に
経
替
の
本
抽
加
を
置
い
て
ゐ

-re岡
汽
舶
の
線
嚇
数
が
約
百

寓
綿
噸
程
度
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
賓
に
徴
し
て
み
耐
と
き
陀
支
那
の
水
運
界
に
沿
い
て
民
舶
が
如
何
に
重
要
な
る
地
位
を
も
っ
て
台

。
た
か
げ
お
う
か
ど
は
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
右
は
車
に
民
舶
の
綿
隻
数
と
そ
れ
が
持
つ
楓
噸
数
白
み
を
示
し
た
に
E
F

」
ビ
ま
っ
て
ゐ
る
。

勿
論
、
右
の
数
字
が
全
膿
陀
於
て
示
す
割
合
か
ら
民
般
の
も
つ
地
位
の
重
要
性
を
言
々
す
る
こ
と
も
一
腹
許
さ
れ
る
己
と
で
あ
ろ

う
。
併
し
一
な
が
ら
、
資
際
の
重
要
性
は
更
に
そ
れ
が
沿
岸
貿
易
に
長
け
る
輸
送
力
の

k
で
加
何
た
る
程
度
の
京
製
川
口
を
渡
部
L
て
ゐ

る
か
と
一
百
ふ
己
と
に
存
す
る
。
勿
論
以
下
遁
ベ
る
乙
止
に
工
っ
て

b
か
る
や
ろ
に
乙
の
輪
法
力
の
上
で
示
す
と
と
る
の
民
般
の
重
要

性
は
右
と
向
巴
〈
極
め
て
明
擦
に
看
取
さ
れ
う
る
・
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
V
A

、
南
支
部
方
両
に
長
け
る
資
際
上
の
統
計
が
た
い
た
め

に
杢
支
那
に
K
M
け
る
そ
れ
と
し
て
論
断
し
え
泣
い
憾
み
が
あ
る
。

す
で
に
漣
ペ
た
如
く
、
北
支
に
沿
い
て
、
民
胎
D
軍
要
性
の
比
草
は
軽
い
も
の
で
あ
っ
て
金
支
の
三
%
乃
至
四
%
程
度
の
も
む
で

あ
る
。
こ
れ
は
中
立
那
の
を
れ
と
比
較
す
る
と
北
支
の
民
舶
は
非
常
に
劣
勢
に
あ
る
こ
と
が
う
か
ピ
は
れ
る
が
不
開
港
場
を
縫
っ
て

航
行
す
る
地
方
的
な
泊
帰
航
路
あ
っ
て
は
民
般
の
も
つ
比
重
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
註
い
。
帥
ち
、
北
支
十
四
港
、
昭
和
十
五
年

支
那
民
摘
。
結
審
に
就
い
て

-t 
七

第
五
十
七
巻

五
ブL

俸
=
一
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支
那
民
輔
の
制
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

占，、
O 

第
三
輔

七
11. 

度
白
民
般
に
よ
呂
轍
港
且
且
を
調
奈
す
る
と
入
貨
綿
貝
耳
目
ゐ
い
て
二
十
二
寓
五
千
七
百
四

O
願
、
向
貨
綱
量
に
沿
い
て
十
八
高
五
千
八

百
六
十
三
廊
、
合
計
、
四
十
一
高
一
千
六
百

O
二
噺
す
あ
る
。
此
内
、
出
入
貨
相
互
に
責
複
し
て
ゐ
る
も
の
が
杢
般
の
五
分
の
二
ほ

ど
あ
る
も
の
と
み
て
と
れ
を
調
整
す
れ
ば
、
そ
の
資
総
送
量
は
約
三
十
五
高
噸
と
推
定
さ
れ
る
。
勿
論
、
こ
の
費
輪
山
地
量
比
は
種
々

た
る
事
情
で
統
計
画
に
漏
れ
且
つ
届
出
白
数
量
が
貸
際
量
か
ら
約
一
一
割
乃
至
二
割
方
少
い
も
の
と
み
て
結
局
、
北
支
全
慌
で
年
聞
の

幻

民
舶
輪
選
貨
物
量
は
三
十
二
・
=
一
寓
噸
位
と
見
積
る
白
は
不
自
然
で
は
た
い
。
之
に
劃
し
て
、
沿
岸
貿
易
に
従
事
し
た
小
型
輸
舶
は

ど
白
程
度
の
輪
詮
量
を
取
扱
ふ
か
と
言
ふ
忙
、
北
支
那
入
港
の
調
査
を
綜
合
す
れ
ば
入
貨
綿
量
十
寓
入
千
百
七
十
三
噸
、
同
貨
綿
且
且

髭

九
高
九
千
七
百
二
十
九
断
、
合
計
、
一
一
十
寓
七
千
九
百

O
三
噸
で
あ
る
。
己
れ
に
沿
い
で
出
入
貨
相
互
に
重
複
す
る
も
の
殆
ん
ど
大

多
数
と
み
て
そ
白
轍
詮
寅
績
は
大
韓
十
高
噸
位
と
み
て
己
れ
を
民
舶
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
民
舶
の
方
が
地
方
的
た
泊
岸
貿
易
に
閲

ず
る
限
り
輪
舶
よ
り
遥
か
に
大
で
あ
る
と
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
筒
、
有
の
調
査
統
計
に
は
例
へ
ば
山
東
省
の
限
州
碕
門
の

近
距
離
職
迭
に
従
事
す
る
民
踏
の
介
が
入
っ
て
ゐ
た
い
か
ら
己
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
恐
ら
く
そ
り
轍
詮
質
量
は
倍
加
す
る
己
と

ミ
た
る
で
あ
ろ
う
。
か
の
隠
州
淘
内
の
如
青
は
小
型
民
胎
白
往
来
織
る
が
如
き
も
の
が
あ
り
、

例
へ
出
、
盤
D

運
搬
に
従
事
す
る

民
舶
を
加
へ
る
た
ら
ば
昭
和
十
五
年
度
の
華
北
全
沿
岸
貨
物
輸
送
量
は
優
忙
七
一
-
入
十
寓
噸
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
と
言
は
れ
て
ゐ

る。
中
支
那
方
酎
陀
沿
い
て
は
同
地
方
一
年
聞
の
物
資
穆
動
量
約
一
千
高
噸
の
中
、
民
舶
に
よ
る
翰
詮
長
は
八
五
%
以
上
に
上
り
、
汽

m
 

舶
(
輪
醐
v

八
%
、
汽
車
五
%
北
(
他
二
%
と
言
は
れ
て
ゐ
る
と
E
る
か
ら
み
て
も
大
憾
の
様
子
が
判
断
出
来
呂
で
あ
ろ
う
。

之
を
要
す
る
陀
民
般
の
輪
法
力
は
支
那
の
国
有
経
済

K
K
い
T
賓
忙
抜
〈
べ
か
ら
ざ
る
重
要
性
を
具
瞳
的
に
も
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ

己
と
を
種
々
た
る
賄
か
ら
論
脅
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
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民
舶
の
艇
管
に
就
い
て

民
踏
の
支
那
経
済
に
奥
へ
る
交
通
並
に
配
給
機
能
上
の
重
要
性
を
論
詮
し
た
吾
々
は
然
ち
ば
突
に
然
か
て
重
要
た
る
民
舶
事
業
が

如
何
な
る
内
容
の
経
替
活
動
を
行
へ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
E
と
を
述
べ
て
み
ゃ
う
と
思
ム
。

民
楠
事
業
の
経
費
の
如
何
た
る
も
白
で
あ
る
か
を
述
べ
ん
と
す
る
に
は
第
一
に
、
氏
船
業
白
幡
白
粧
品
百
に
闘
す
る
も
の
と
、
第
二

に
、
舶
行
と
い
ふ
支
那
特
有
の
商
業
機
閥
陀
民
般
業
が
隷
局
し
て
ゐ
る
関
係
に
就
い
て
と
り
一
一
つ
の
説
明
に
と
れ
を
分
け
て
述
べ
る

の
が
使
宣
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
項
で
は
民
船
業
白
樫
の
粧
骨
を
主
た
る
針
象
と
し
て
論
究
し
ゃ
う
。

凡
そ
、
民
般
と
い
ふ
所
謂
交
通
手
段
を
利
用
し
て
如
何
怠
る
経
械
事
業
を
行
ふ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
に
大
鰐
次
の
四
つ
に
分
け
ら
れ

る
と
思
ム
。
帥
ち
、
(
一
)
民
舶
の
所
有
主
た
る
所
調
、
船
主
が
そ
れ
を
他
人
民
傭
舶
せ
し
め
て
傭
舶
料
を
稼
ぐ
も
の
と
し
て
民
舶
を

利
用
し
で
ゐ
る
場
合
、
(
二
)
民
舶
の
所
有
若
し
〈
は
貸
借
関
係
は
別
と
し
て
民
舶
を
利
用
し
て
超
航
弊
務
E
提
供
す
る
も
の
と
し
て

事
業
を
楼
む
場
合
、
と
の
揚
合
は
民
舶
は
交
通
機
関
で
あ
る
乙
と
い
ふ
ま
で
も
た
い
。
併
し
た
が
ら
、
己
の
民
舶
を
利
用
し
て
の
事

航
業
だ
け
を
純
絡
に
粧
倍
し
て
ゐ
る
の
例
は
極
め
て
砂
い
円
。
但
し
、
荷
主
が
蹄
長
や
舶
員
を
探
く
信
用
し
て
ゐ
る
揚
合
は
E
の
限
り

で
は
た
い
。
民
舶
の
運
航
業
モ
白
も
の
は
と
れ
ほ
ど
一
般
に
信
用
を
失
っ
て
ゐ
る
左
み
る
己
と
が
問
来
る
ロ
そ
れ
だ
か
ら
弐
の
貿
易

民
舶
と
相
乗
ね
右
揚
合
が
多
い
。

2
3貿
易
業
若
し
〈
は
商
業
機
閥
自
身
が
貿
易
民
精
守
と
し
て
そ
れ
を
利
用
す
る
揚
合
。
と
れ
は
白

貸
白
枯
主
義
主
行
へ
る
も
白
で
と
の
揚
合
D
民
触
は
配
給
機
関
た
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
た
い
。
(
四
)
漁
業
の
手
段
と
し
て
民
舶
を
利

用
す
る
場
合
。
己
れ
は
採
集
し
た
魚
介
類
や
海
藻
類
を
民
舶
を
利
用
し
て
運
搬
し
然
る
べ
き
機
関
陀
喪
捌
き
そ
の
代
金
を
以
っ
て
各

自
の
生
活
忙
必
要
た
る
も
の
を
買
入
れ
己
れ
を
民
舶
で
運
搬
し
て
生
活
を
営
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

支
部
民
舶
の
担
瞥
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

第
三
蹴

七

九

六

華北航業線質、民舶m紹骨法、 252頁、数字的に列臨しでも謹賀稼告。由事では
到底生計目立ち宇うがない。
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支
那
民
輔
の
綴
瞥
に
就
い
で

第
五
十
七
番

Fて

僚
三
一
説

F、
O 

右
四
つ
の
旧
朝
合
目
中
で
一
つ
の
揚
合
の
み
を
純
粋
陀
替
ん
で
ゐ
る
例
は
極
め
て
砂
〈
、
犬
慨
、

一
っ
こ
う
を
粂
ね
営
む
揚
合
が
多

い
。
卸
ち
就
中
最
も
多
い
の
は
、
(
二
)
の
揚
合
と
(
一
ニ
)
の
場
合
と
が
鍍
皆
さ
れ
て
ゐ
る
揚
合
に
類
す
る
も
D
で
、
机
問
主
ま
た
は
船
長

(
抱
抽
習
が
同
己
の
危
険
と
計
算
と
に
於
て
地
方
特
産
物
を
仕
入
れ
て
己
れ
を
民
般
で
市
揚
に
も
た
ら
し
、
共
地
で
と
れ
を
有
利
忙
世
田
H

捌
き
そ
の
代
金
で
ま
た
他
の
商
警
警
に
趨
ず
る
特
産
物
を
仕
入
れ
、
議
選
搬
し
て
と
れ
を
警
ペ
〈
事
〈
己
と
よ
と

し
、
品
現
h
H

て
他
人
の
荷
物
を
も
腹
容
を
も
還
返
す
る
使
を
興
ふ
る
を
業
と
す
る
も
の
で
あ
為
。
従
っ
て
、
苔
々
白
営
面
の
研
究
封
象

も
と
れ
ら
の
揚
合
に
主
と
し
て
集
中
す
る
E
と
営
然
と
言
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
た
ピ
、
若
干
注
意
す
べ
き
己
と
は
(
四
)
の
漁
業
の
揚
合

に
民
船
主
使
用
す
る
こ
と
に
閲
し
て
ど
あ
る
。
支
那
の
農
民
は
周
知
白
如
〈
概
ね
、
種
々
た
る
関
係
か
ら
自
己
の
生
活
を
再
生
産
し

え
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
故
比
例
川
，
湖
沼
.
運
河
、
ク
リ
ー
ク
及
び
海
岸
‘
入
江
等
白
所
謂
、
水
品
曜
に
住
め
る
土
民
の
多
く
が
農

業
と
同
時
に
漁
業
主
替
む
と
と
を
覚
え
、
例
白
民
紬
を
利
用
し
て
は
そ
白
採
集
物
を
あ
ち
己
ち
と
寅
捌
き
右
に
よ
っ
て
宇
じ
て
自
己

D
生
計
を
維
持
す
る
も
の
が
多
い
U
は
支
那
の
如
き
極
め
て
民
度
白
低
い
経
済
生
活
者
替
む
と
己
る
に
烏
い
て
は
営
然
に
あ
り
う
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
〈
の
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
民
帥
耐
と
支
那
農
民
若
し
く
は
土
民
と
白
閲
椋
は
殊
に
特
殊
友
る
閥
係
が
存
ず
る
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
民
舶
白
名
稀
が
か
h
る
土
民
と
の
関
係
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
は
恐
ら
〈
E

D
漫
か
ら
来
た

も
白
で
た
か
ら
う
か
。

右
の
如
く
、
民
般
を
利
用
し
て
営
む
経
済
事
業
白
中
で
最
も
多
い
も
D
は
配
給
機
関
と
し
て
民
舶
を
利
用
す
る
商
業
在
る
も
の

と
、
交
通
機
関
と
し
て
民
舶
を
利
用
す
る
運
航
業
た
る
も
の
と
の
品
就
業
主
左
す
も
り
で
あ
る
。

か
込
る
乗
替
の
民
船
業
の
企
業
形
態
江
は
一
般
に
個
人
企
業
の
形
態
の
も
白
と
合
同
相
企
業
の
形
態
む
も
の
と
の
二
つ
し
か
存
在
し

-
泣
い
。
就
中
、
合
同
相
企
業
形
態
は
全
鰭
白
九
割
ま
で
を
占
め
て
ゐ

4
る
。
個
人
企
業
形
態
は
言
ふ
ま
で
も
た
〈
民
般
白
個
人
所
有
で
あ

上岐百三、前褐書、 206頁 3) 上坂酉玉、前掲帯、209買、"1'封建的農
業鯉冊によ芯土農生，;;ieξ相結んでこ1"支特産物申配給にあたるものとしては民
舶の性能はけ1t'L最適のも白と首ふととが出車る。
華北航業綜覚、 252頁、民舶の紐帯陸、 I放百三、前掲書、 237頁
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4) 



っ
て
船
主
は
船
長
を
乗
ね
概
品
、
小
型
自
民
舶
を

-
一
一
隻
所
有
し
で
さ
i
h

や
か
た
経
費
を
支
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
合
同
相
企
業

形
態
は
匿
名
の
株
主
靖
子
名
が
共
同
に
て
民
般
を
所
有
し
別
に
己
の
積
の
業
務
に
精
通
し
相
常
在
経
験
と
一
腕
前
と
力
関
一
旦
止
を
併
せ
有

す
る
所
謂
、
支
配
人
格
の
経
理
た
る
も
の
を
腔
傭
し
こ
の
者
を
し
て
民
職
業
を
-
手
に
引
受
け
て
経
鵬
首
せ
し
め
る
仕
組
の
企
業
形
態

で
あ
る
。

か
主
る
企
業
形
態
は
凡
そ
船
名
を
み
れ
ば
・
わ
か
る
も
の
で
、
例
へ

概
心
、
中
型
舶
、
ノ
大
国
一
船
約
十
隻
以
上
を
所
布

L
て
ゐ
る
。

ば
、
九
名
モ
白
ま
h

船
名
に
付
し
て
ゐ
る
や
う
な
と
曹
は
大
抵
、
個
人
所
有
一
な
る
場
合
が
多
〈
、
納
名
が
モ
の
頭
文
字
だ
り
人
名
の

姓
白
一
宇
を
と
り
他
が
全
部
吉
砕
文
字
で
あ
る
揚
合
な
ど
は
大
祇
、
合
感
企
業
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
就
中
、
そ
の
頭
文
字
は
大

株
主
の
姓
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
勿
論
、
船
名
杢
部
が
吉
砕
文
字
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

企
業
形
態
が
個
人
と
合
捗
と
の
二
種
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
経
骨
形
態
も
個
人
経
替
と
合
鵜
経
由
百
と
の
『
一
種
に
限
ら
れ
て
ゐ

る
。
前
者
。
個
人
経
皆
目
揚
合
は
舶
主
が
般
長
で
あ
り
同
時
に
漁
夫
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
彼
は
産
物
の
資
質
取
引
を
や
る
一

方
、
時
に
は
運
迭
を
も
引
受
け
時
に
は
漁
携
に
従
事
し
た
り
す
る
。
北
支
E
h申
h

て
は
己
の
場
合
、
家
族
を
舶
に
入
れ
た
吋
で
専
ら

農
耕
に
従
事
せ
し
め
る
。
な
ん
主
主
れ
ば
、
北
支
で
は
大
山
臣
、
海
面
が
荒
れ
る
と
と
↑
が
多
い
か
ら
こ
れ
を
避
け
ざ
る
を
え
た
い
か
ら

で
あ
る
。
と
れ
に
仏
雪
丸
山
へ
巾
府
支
に
沿
い
て
は
主
と
し
て
内
河
民
舶
が
多
い
と
己
る
か
ら
殆
ん

E
舶
に
家
族
を
入
れ
、
舶
を
家
と

し
て
時
々
と
し
て
ク
リ
ー
ク
か
ら
ク
リ
ー
ク
へ
と
流
し
歩
〈
白
骨
常
ー
と
す
る
ロ
査
し
、
中
南
支
は
殊
に
内
河
、
タ

F
1
ク
建
航
に
ゐ

い
て
大
し
た
風
波
山
危
険
性
が
た
い
が
ら
で
あ
ら
う
。
突
に
合
勝
経
俸
は
右
ー
に
漣
ペ
た
支
配
人
格
。
経
理
が
全
部
、
経
替
上
白
責
任

を
負
ふ
ご
金
氏
胞
の
運
航
指
揮
に
首
る
。
勿
論
、
経
欝
傘
下
の
民
舶
の
教
が
多
h
E
と
き
に
は
と
り
経
理
は
把
頭
た
る
者
主
選
定
感
錨

し
己
の
首
を
し
て
一
隻
ま
た
は
数
隻
を
以
っ
て
一
斑
と
す
る
民
備
の
綿
支
配
人
格
白
地
位
に
緒
か

L
め
、
己
れ
に
そ
の
支
配
下
白
蓮

第
五
十
七
巻

主
購
民
細
白
線
曹
に
就
い
で

ア之
コ

俸

語

F、
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第
五
十
七
巻

支

那

民

崎

申

経

替

に

一

就

い

で

八

二

n

η

、
ず

皆
を
部
分
的
に
委
任
す
る
の
組
織
主
と
る
己
と
も
あ
る
し
、
ま
た
個
々
の
民
舶
に
一
々
船
長
を
雇
傭
し
こ
れ
に
そ
の
民
般
に
闘
す

る
限
ho
全
責
任
を
負
は
し
む
る
己
と
も
あ
る

Q

右
の
揚
合
、
担
到
に
も
時
長
に
も
概
ね
家
父
長
的
同
胆
術
関
係
を
結
ぶ
。
郎
ち
、
自
己

六
回

俸
=
一
規

の
親
戚
知
己
等
の
間
柄
で
互
ひ
に
信
績
の
ゐ
苦
う
る
経
験
者
を
煙
定
す
る
。
結
長
は
ま
た
部
落
で
農
業
、
漁
業
等
に
従
事
ず
る
地
方

人
を
傭
つ
亡
船
員
並
に
乗
組
員
と
す
る

P

彼
等
は
そ
の
一
粧
台
的
地
位
低
く
苦
力
程
度
の
待
遇
を
受
け
、
勿
論
、
無
事
文
白
の
徒
輩
が

多
い
。
右
に
漣
ペ
た
把
頭
は
船
主
に
針
し
て
一
切
の
責
任
を
負
ひ

H
つ
船
員
、
乗
組
員
の
佐
売
か
ら
、
民
仙
耐
の
航
行
、
従
的
、
荷
物

の
蒐
集
等
を
掌
る
D
で
あ
る
か
ら
利
益
の
大
小
は
一
に
懸
っ
て
己
の
把
頭
の
一
手
腕
に
怠
る
と
さ
へ
一
百
は
れ
て
ゐ
る
。
運
透
貨
物
の
蒐

集
な

E
は
船
主
ま
た
は
そ
れ
に
代
る
樫
替
者
自
ら
が
荷
主
を
探
し
て
運
迭
を
引
受
く
る
方
法
を
と
る
己
と

L
あ
る
が
、
大
部
介
、
次

頃
で
遁
る
と
こ
ろ
白
民
結
問
屋
の
手
を
経
て
運
送
の
委
託
を
引
受
く
る
方
法
が
と

ιれ
て
ゐ
る
。

+
叫
に
‘
参
考
ま
で
に
彼
等
の
利
益
分
配
法
の
大
略
を
紹
介
し
て
台
か
う
。

、
個
人
経
慢
の
場
合
は
単
純
で
あ
る
が
合
同
相
経
替
の
場
合
は
来
干
抗
日
忙
値
す
る
。
印
ち
、
船
主
(
抑
理
、
把
頭
)
と
船
員
(
舶
長
、
相

員
、
乗
組
員
)
と
の
利
盆
分
配
方
法
は
歩
合
制
度
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
線
収
入
か
ら
帆
町
長
の
食
費
を
差
引
い
た
残
り
を
利
盆
金
と
す

る
の
己
の
利
銃
金
を
硝
王
七
割
に
断
員
三
割
若
し
〈
は
船
主
五
割

K
硝
員
五
割
と
い
ム
割
合
で
分
配
す
る
。
そ
し
て
船
主
は
こ
の
配

首
金
の
中
か
ら
柿
舶
粧
持
修
繕
費
を
曝
出
せ
た
け
れ
ば
た
ら
血
O
K

航
路
陀
危
険
恒
が
多
か
っ
た
り
操
舶
に
困
難
を
感
ぜ
し
む
る
十
う

な
地
域
で
は
柏
引
に
歩
合
が
よ
い
や
う
に
介
配
さ
れ
る
。
右
の
食
費
の
計
算
は
一
ヶ
月
幾
何
と
す
る
の
で
は
た
〈
貸
費
計
算
で
行
ふ

の
で
あ
る
。
高
一
、
船
員
側
で
不
首
友
消
費
あ
る
と
青
は
船
主
位
己
れ
を
認
め
た
い
。
資
際
上
概
ね
、
品
問
主
と
般
員
と
の
間
柄
は
親

、

、

、

減
知
己
同
郷
等
の
関
係
が
多
い
か
ら
か
弘
る
不
正
た
る
E
Wど
は
僅
少
で
あ
る
と
百
は
れ
て
ゐ
る
。
舶
員
間
で
の
分
配
法
は
船
長
何
割

水
夫
長
何
割
と
い
ふ
工
合
に
そ
の
一
地
位
I
C

能
力
と
に
よ
う
て
差
等
を
つ
け
て
ゐ
る
こ
と
は
一
般
商
抗
に
長
け
る
と
鑓
り
は
た
い
。
右

天野元之助、前掲昔、 579頁
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7) 
8) 



の
如
き
利
益
分
配
に
沿
け
る
歩
合
制
度
比
よ
る
胆
傭
方
法
は
確
か
に
妙
を
え
た
絞
替
法
で
あ
っ
て
多
宇
山
級
新
が
あ
つ
で
も
却
っ
て

そ
れ
が
職
員
の
責
任
感
を
艇
起
し
ま
た
而
、
能
率
を
増
進
し
待
業
成
績
を
鼎
ぐ
る
』
」
と
を
得
し
む
る
の
結
果
と
た
る
か
ら
支
那
の

如
き
民
情
の
と
と
ろ
で
は
寧
ろ
最
善
山
方
法
友
り
と
言
は
ぎ
る
を
え
た
い
ロ

之
を
要
す
る
に
、
民
舶
自
酬
問
。
経
替
は
そ
白
合
同
秒
企
業
推
に
粧
降
形
態
そ
れ
白
隠
と
い
ひ
、
そ
山
家
父
長
的
た
雇
傭
闘
係
の
形
成

と
い
ひ
、
ま
た
、
利
μ
仕
分
配
児
島
け
る
歩
合
制
度
と
い
ひ
賓
に
封
建
的
白
地
味
を
多
分

ι有
し
未
礎
控
左
環
境
の
下
に
あ
る
こ
と
は
何

人
主
と
れ
を
否
定
し
え
な
い
で
あ
ら
う
。
か
h

る
絞
轡
傾
向
が
如
何
に
根
強
い
も
の
で
あ
る
か
を
い
ふ
議
機
と
し
て
事
縫
後
、
か
の

華
北
交
通
株
式
合
枇
め
水
慈
庭
が
己
れ
を
否
定
し
た
粧
替
訟
を
や
っ
て
見
事
に
失
敗
し
た
仰
を
述
べ
て
本
明
を
終
ら
う
と
思
ふ
。
即

ち
、
華
北
交
通
の
水
理
由
随
が
相
営
た
資
本
を
以
っ
て
只
舶
を
買
占
め
之
を
建
替
せ
し
め
る
と
い
ふ
や
う
た
方
法
を
現
に
採
用
し
て
央

業献北華酷

今
つ
の
例
は
同
ヒ
〈
、
華
北
弘
主
要
川
内
一
例
水
還
に
辛
い
て
一
件
に
一
定
料
率
で
民
舶
を
傭
船
し
舶
一
閣
を
組
ん
ユ
航
行
せ

L
め
る
方
問・観

訟
を
体
用
し
た
が
洋
上
に
沿
い
で
何
分
、
自
然
力
で
航
行
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
航
行
時
間
に
正
砂
川
口
が
た
く
、
か
く
て
、
採
算

4効力活稔雄事J
 

宇中

敗
L
た
と
い
ふ
こ
、
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
数
の
民
舶
白
監
替
が
困
難
た
る
と
と
、
船
員
が
舶
を
愛
す
る
心
が
乏
し
く
た
り
舶
を
損
傷

す
る
己
と
甚
し
く

H
つ
程
々
頼
口
し
で
働
か
う
と
し
友
い
矯
め
に
結
局
不
粧
済
不
能
寧
と
た
ら
ざ
る
を
え
危
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

上
、
不
利
た
る
結
果
を
招
来
し
終
に
失
敗
K
師
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

回

般
行
に
卦
す
る
民
始
業
の
隷
属
閥
係
に
就
い
て

以
上
に
於
て
、
玉
口
々
は
氏
船
主
そ
れ
白
踏
の
終
憐
に
就
い
て
犬
慌
の
説
明
主
試
み
た
。
そ
の
初
め
に
も
一
言
断
つ
て
ゐ
い
た
ゃ
う

に
氏
枯
葉
の
経
畿
を
研
究
せ
ん
ム
ー
す
呂
に
は
こ
の
民
船
業
白
閣
の
経
替
以
外
広
航
行
と
い
ふ
支
那
特
ム
刊
の
尚
業
機
闘
に
劃
す
る
民
舶

支
部
民
舶
の
騨
管
に
結
い
て

第
五

f
じ
巻

y、

二
六
五

第一一，暁

第 9続、 19J(9) 
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国
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白

2
-
協

田
和
団

昔
日

J
師

溜
る

金
融
ゆ
け

闘
改

i
i
 

て
右
商
品
の
叉
託
質
問
貝
E
も
行
ひ
向
且
つ
倉
庫
業
、
選
選
取
扱
奨
、
保
険
業
、
三
週
開
業
及
び
・
百
的
業
を
も
常
一
む
。
か
く
の
如
き
舵
行
和
島

、

一

年

y

一

事

背

た
る
も
の
は
支
那
各
地
に
ょ
っ
と
名
稀
を
異
に
し
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。

ω
%、
母
加
、
般
府
、
櫨
顕
及
び
行
桟
色
い
ふ
の
は
そ
れ
民
間

で
あ
る
。
己
れ
ら
は
何
れ
も
船
行
と
官
同
義
で
は
あ
る
が
、
そ
の
名
警
告
す
る
所
以
の
も
の
は
吉
野
菜
務
内
宮
部
誠
叩

分
的
で
あ
っ
た
り
、
よ
り
多
角
的
で
あ
っ
た
り
す
る
が
故
で
あ
っ
て
例
へ
ば
通
閥
業
だ
け
を
察
組
直
し
た
り
保
険
業
、
合
庫
業
北
ハ
他
清
明
事

)ι
3
高
i
E
2
 

E
z
-
-

干
の
も
の
を
併
せ
て
我
倍
す
る
が
放
に
外
た
ら
た
い
。

杭
丸
第
文

書
論
巻
論

掲
掲
坦
掲

前
曲
第
前

一
一
二
九
報
五

百
四
月
四

割
担
査
部

上
上
調
上

文
那
民
舶
の
艇
普
に
就
い
で

第
正
十
七
巻

第
三
腕

F、
I(~t 

二
六
六

業
の
隷
局
側
係
を
み
な
け
れ
ば
た
ら
血
。
向
、
右
の
他
、
己
の
般
行
左
中
心
と
す
る
民
帥
業
若
し
く
は
民
船
業
組
合
で
あ
る
と
己
み

の
附
帯
と
土
品
市
せ
ざ
る
地
方
商
人
白
組
合
で
あ
る
と
こ
ろ
の
客
務
と
の
栴
児
交
渉
す
る
関
係
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
民
舶
業

ノ
ー

。
粧
品
同
は
よ
り
具
鰻
的
に
そ
の
杢
貌
を
除
す
と
己
ゐ
註
〈
露
呈
せ
ら
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

支
那
特
有
の
商
業
若
し
く
は
配
給
関
闘
で
あ
る
と
乙
ろ
の
楠
行
と
は
抑
々
如
何
在
る
も
の
で
あ
る
か
。

般
に
舶
行
と
は
支
那
の

消
岸
、
河
川
、
ク
リ
ー
ク
、
話
河
及
び
湖
沼
等
の
水
盛
の
所
謂
、
民
舶
の
頻
繁
に
往
来
す
る
都
邑
に
は
必
ら
十
存
在
す
る
と
己
ろ
で

あ
っ
て
問
謂
多
角
的
に
未
分
化
の
経
皆
を
行
っ
て
ゐ
る
支
那
濁
得
の
商
業
機
関
た
の
で
あ
る
。
剖
ち
、
俗
に
民
船
問
屋
と
言
は
れ
る

も
の
で
あ
る
。
後
に
も
そ
の
業
務
内
容
を
詳
し
〈
漣
ベ
る
や
う
忙
、
乙
れ
は
地
方
特
産
の
商
品
の
仕
入
放
に
販
賞
を
主
業
と
し
愛
ね

時
に
は
個
人
経
替
の
も
の
も
た
い
で
は
た
い
が
殆
ん

E
大
部
分
、
民
船
業
ム
」
同
様
‘
合
同
相
企
業
並
に
合
勝
経
骨
形
態
で
時
ま
れ
て

ゐ
る
。
-
資
本
金
に
は
大
随
、
=
一
前
向
元
か
ら
五
南
元
、
最
大
在
も
の
で
五
十
高
元
の
も
の
も
あ
る
と
い
ふ
と
と
で
、
使
用
人
は
十
数
人

か
ら
一
ご
一
一
一
十
人
位
の
と
と
ろ
町
あ
る
。
勿
論
、
と
の
般
行
は
み
づ
か
ら
民
舶
を
所
有
し
て
民
脆
業
主
替
む
と
と
も
あ
り
、
ま
た
、

民
枯
を
客
商
に
斡
旋
す
る
場
合
も
あ
る
。
傭
儲
す
る
や
う
一
夜
揚
合
は
信
用
あ
る
る
船
長
を
己
れ
に
移
乗
せ
し
め
る
場
合
が
多
い
。

ar 

姑
行
の
前
身
は
所
請
、
牙
行
と
い
ふ
も
の
で
そ
の
後
、
名
稀
が
後
め
ら
れ
て
柚
行
と
た
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
の
牙
行
と

2) 

J) 



い
ふ
の
は
官
白
特
許
に
よ
る
と
己
ろ
の
所
謂
、
特
許
仲
買
商
で
あ
っ
て
民
舵
や
客
商
の
元
締
に
写
っ
て
を
っ
た
も
の
で
あ
る
。
蓋
し

貨
物
の
集
散
地
に
は
必
ら
十
牙
行
が
存
在
し
政
府
の
委
託
で
而
債
を
高
め
た
り
、
ま
た
.
徴
税
事
務
を
も
代
行
し
た
り
一
一

ιは
む
巾
揚

に
潤
し
て
絡
調
的
支
配
力
を
も
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
呂
。

舶
行
は
大
鱈
以
上
に
漣
ベ
た
如
雪
も
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
何
故
に
か
、
る
特
殊
た
商
業
配
給
機
闘
が
生
じ
且
勺
己
れ
が
如
何
に

し
て
民
始
と
深
い
聞
係
に
訟
か
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

と
れ
は
す
で
に
民
船
業
自
慌
の
経
瞥
の
と
こ
ろ
で
対
干
ふ
れ
て
ゐ
い
た
ゃ
う
忙
民
附
を
配
給
機
聞
と
し
て
利
川
し
地
活
特
許
物
を

位
入
れ
℃
己
れ
を
然
る
ぺ
き
商
港
で
寅
捌
き
そ
の
代
金
で
そ
の
地
方
の
特
産
物
を
仕
入
れ
て
持
師
り
モ
れ
を
ま
た
賓
捌
く
と
い
ふ
や

う
な
そ
の
や
り
た
業
務

E
行
ひ
、
震
ね
て
他
の
商
ι円
や
そ
の
持
て
る
商
品
の
運
迭
を
引
受
〈
る
と
己
ろ
の
民
船
業
主
級
品
百
す
る
も
の

が
殆
ん
ど
大
多
数
で
あ
る
。
勿
論
、
か
L
る
絞
山
由
同
捻
常
者
の
中
に
は
地
方
特
産
物
の
れ
質
や
費
行
き
や
等
を
南
事
知
悲
し
て
巧
み
に

経
皆
ず
る
も
む
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
注
が
ら
事
賓
上
そ
の
大
多
数
の
民
船
業
者
は
そ
れ
自
身
に
臨
す
る
E
と
は
知
っ
て
ゐ
る
で

あ
ら
ろ
け
れ
と
も
共
他
の
こ
と
は

1

何
に
も
知
ト
な
い
呑
気
た
水
上
生
活
者
連
中
で
あ
る
か
ら
一
度
、
目
的
白
地
へ
到
着
す
れ
ば
積
荷

の
寅
買
か
ら
代
金
の
授
受
、
港
務
、
税
関
々
係
共
他
の
商
事
斡
旋
の
手
績
等
は
皐
げ
で
こ
れ
を
的
行
に
委
鳴
す
る
の
習
慣
に
な
れ
切
っ

て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
民
始
業
粧
侍
槍
賞
者
は
般
行
の
支
配
人
た
る
紅
現
を
深
く
信
頼
し
自
己
の
替
利
活
動
を
切

己
山
舶
行
の
誠
意
あ
る
仲
介
行
矯
に
依
税
ず
る
。
従
っ
て
航
行
の
経
理
の
方
も
彼
等
の
利
鮮
の
矯
め
に
最
大
白
注
意
を
排
仏
、
如
何

た
る
方
向
へ
如
何
た
る
貸
物
を
寅
捌
け
ば
よ
い
か
と
い
ふ
ゃ
う
在
と
と
を
指
導
し
、
そ
れ
に
闘
し
て
必
要
た
る
知
識
を
彼
等
に
奥
へ

る
。
そ
れ
故
忙
主
た
、
民
船
業
者
も
地
方
商
人
等
も
航
行
の
経
到
の
助
言
十
指
闘
に
椀
め
て
従
順
に
註
っ
て
ゐ
る
。
か
〈
て
は
、
皆

業
ぷ
針
の
指
導
は
岩
ろ
か
彼
等
の
身
の
上
相
談
室
で
も
や
り
山
川
し
、
納
行
を
恰
も
五
同
が
家
へ
蹄
っ
た
や
う
に
さ
へ
匁
ふ
や
う
に
た
る

俸
丘
十
七
巻

支
部
氏
酬
の
軒
瞥
に
就
い
て

ノ、
ーしも

第

腕

，、
五

天野元之助、前掲古、58.匂4頁、華北航雪業三第“a掠記、J川'1
昭利，0肘4年ドe2月
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ー

第
五
!
ロ
巷
・

の
は
同
然
と
言
は
た
く
て
は
注
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
一
居
筑
貨
に
し
て
親
切
た
る
経
洩
凶
ゐ
る
紬
行
に
は
民
紬
業
者
十
地
方
向
人
が
集

支
那
民
舶
の
解
管
に
就
い
ア
一

第
三
一
揖

-一、
L

'

」

ノ

J

八
六

ま
る
こ
と
も
、
ま
た
、
営
然
た
現
象
と
-
言
は
泣
く
て
は
な
ら
ね
。

之
を
要
す
る
に
、
民
柏
業
者
と
地
主
商
人
と
航
行
し
し
は
相
圧
に
術
挫
た
閥
係
に
入
込
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
夫
々
の
経
替
は
相
た

す
け
九
日
ふ
干
う
註
閥
係
に
あ
る
己
と
を
知
り
う
る
で
あ
ら
う
。
併
し
た
が
ら
、
事
資

h
姑
行
は
市
場
の
中
値
的
存
在
で
あ
る
か
ら
絶

剖
的
た
隠
然
た
る
構
力
を
持
っ
て
ゐ
る
己
と
は
否
定
し
え
註
い
と
己
み
で
あ
乙
。
か
く
て
は
、
右
の
閥
係
は
む
し
ろ
相
た
す
け
合
ふ

と
一
日
ム
よ
り
も
彼
等
は
附
行
忙
隷
属
す
る
と
一
一
日
っ
た
万
が
よ
り
油
切
で
あ
ら
う
。

J

一
忠
質
の
鼎
行
は
民
崎
業
者
に
潤
し
て
締
封
的
支
配
擦
を
持
っ
て
ゐ
る
と
と
を
利
川
し
て
忠
諌
な
手
段
を
以
っ
て
民
舶
業
者
を
腫
迫
し
た
も
の
も
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
〈
な
い
c

鼎
L
、
棚
行
に
し
て
も
民
舶
柴
者
。
無
押
不
案
内
に
乗
じ
て
不
信
な
行
鴻
を
な
せ
ば
自
然
こ
れ
を
忌
避
す
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
棒
装
不
振
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
今
川

σは
右
白
血
γ

う
な
昨
は
世
f
な
り
た
も
の
ル
一
考
へ
ら
れ
る
。

A
ー
か
り
に
民
醐
業
者
が
酷
行
に
中
間
利
得
を
内
め
ら
れ
る
こ
と
を
撮
っ
て
問
分
E
凶
接
蒐
貨
L
、
重
た
、
貨
物
四
一
買
買
を
行
ふ
と
L
た
ら

E
-つ
で
あ

ら
う
c

民
拙
業
は
水
上
を
あ
ち
こ
ち
穆
到
し
、
ま
た
、
汽
柑
曾
祉
と
謹
り
て
同
定
し
た
事
務
所
を
持
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
積
荷
に
非
常
に
困
難
を
来
す
E

あ
ら
つ
と
み
'
一
は
吉
ふ
ま
で
も
な
い
。
言
た
、
賓
買
に
し
て
も
永
〈
水
上
を
走
り
λ
港
し
で
も
市
場
町
耽
況
は
分
ら
な
い

C
あ
ら
う
c

か
〈
で
、
民
崎
ー
と

し
て
は
同
職
致
事
を
よ
し
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
早
〈
荷
物

E
捌
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
h
h

に
お
い
て
市
況
不
案
内
な
こ
と
h

賀
買
を
愈
「
結
果
t

と
し
て

え
ら
れ
る
の
は
腕
品
て
不
利
な
賓
買
を
せ
ね
ば
な
ら
由
こ
主
で
あ
る
こ
?
と
は
こ
れ
叫
黙
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
m

そ
と
で
結
問
、
信
用
あ
る
蛸
行
に
依
存

し
て
積
荷
の
斡
脆
を
依
輯
し
、
業
た
、
壷
貝
町
香
花
を
な
す
と
と
が
盗
か
に
民
州
開
業
者
に
と
っ
て
も
有
利
な
こ
と
祉
な
る
。

再
々
は
今
、
か
‘
ぬ
る
関
係

E
般
行
の
業
務
内
容
を
再
検
討
す
る
己
と
に
上
っ
て
更
忙
再
確
認
し
て
訟
と
う
。
納
行
の
業
務
は
大

鰐
突
の
五
項
目
に
集
約
せ
ら
れ
ろ
る
。
印
ゆ
り
、

、
地
方
特
産
物
の
山
県
集
、
資
捌
、

個
々
の
川
氏
舶
来
者
は
何
れ
も
そ
の
経
楼
抱
営
者
内
出
身
地
と
か
の
地
珂
的
に
も
粧
済
的
に

も
ト
ヘ
慌
に
お
い
て
事
情
の
よ
く
わ
か
っ
て
ゐ
る
地
万
を
専
ら
情
動
範
聞
と
す
る
。
そ
れ
敢
に
彼
等
は
あ
ち
こ
ち
の
防
施
し
た
商
港
の

曜北航業綜賞、棚行、 254頁
r，駈酉三、樹明論文、 244-249J;も華北航桔締官、 26o-zG4頁
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納
行
や
、
こ
れ
忙
代

zeへ
き
柏
市
陀
告
い
て
そ
の
イ
地
々
々
の
物
産
を
買
集
め
、
乙
れ
を
民
舶
に
積
戟
1
v
順
弐
に
商
港
へ
泡
搬
し
そ

4
F
 

の
ど
と
あ
一
ど
こ
る
の
得
意
先
で
あ
る
締
行
へ
持
込
む
。
地
方
商
人
も
同
機
た
順
序
で
民
机
聞
を
利
用
し
て
地
方
特
産
物
を
運
び
来
っ
て

結
行
へ
持
込
む
。
胎
行
は
該
特
荷
物
を
陣
陽
子
続

L
亡
白
{
哉
の
倉
庫
へ
入
れ
さ
せ
、
時
慣
で
白
か
ら
げ
只
と
る
か
、
ま
た
は
、
議
常
忙

資
捌
い
て
ゃ
な
。
高
一
、
市
債
が
安
す
ぎ
る
と
↑
時
、
倉
庫
へ
限
っ
て
や
っ
て
必
要
た
程
度
の
資
金
を
融
通
し
そ
れ
で
ま
た
遁
常
に

そ
の
土
地
の
物
産
七
佐
賀
取
ら
し
め
J

て
持
蹄
ら

L
め
る
。
勿
論
、
取
扱
商
品
の
慣
惜
の
傾
く
一
部
分
を
千
数
料
と
し
て
陪
'
掲
運
搬
費
と

し
て
徴
牧
ず
る
。

二
、
枯
部
吸
ぴ
客
帯
へ
の
商
事
斡
旋
、

船
帯
と
か
客
蒋
・
と
か
い
ふ
の
は
後
で
説
明
す
る
と
し
て

z
h
で
前
者
ほ
民
船
業
組
合
、

後
者
は
地
方
商
人
の
組
合
と
い
キ
程
度
の
了
解
で
進
み
た
い
。

右
の
如
く
民
紬
業
者
や
地
方
商
人
は
雷
に
地
方
へ
入
込
ん
で
物
産
を
買
集
め
た
b
、
己
れ
を
寅
捌
い
た
り
す
る
程
度
の
働
圭
を
た

す
ば
か
り
で
た
〈
白
か
ら
進
ん
で
」
夫
々
の
土
地
白
地
右
民
心
需
要
す
る
や
う
た
日
用
品
の
配
給
に
も
営
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

民
般
は
地
方
民
が
日
用
品
と
し
て
目
指
安
す
る
や
う
註
例
へ
ば
粗
綿
布
、
石
油
、
委
粉
、
紙
、
其
他
の
雑
品
を
般
行
か
ら
買
入
れ
そ
れ

を
夫
々
の
地
方
へ
供
給
す
る
。
従
っ
て
結
行
は
安
値
由
と
曹
に
か
も
込
る
商
品
を
仕
入
れ
て
合
窒
己
れ
を
描
首
庄
町
捌
い
て
行
〈
。
か

く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
結
行
の
中
に
は
己
れ
ら
主
要
商
品
の
専
寅
脂
と
た
っ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
り
外
岡
商
社
も
と
れ
ち
般
行
を
民

地
問
と
し
て
密
接
な
連
繋
を
造
り
彼
等
の
商
業
網
を
抜
大
ぜ
ん
と
し
つ
h
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
外
問
問
石
油
合
枇
は

一
定
の
般
行
を
し
て
-
手
販
寅
を
た
さ
し
め
般
行
は
己
れ
を
締
務
や
客
帯
を
し
て
夫
々
の
地
か
へ
梓
蹄
ら
し
め
る
。

結
行
は
ま
た
‘
氏
険
業
者
に
代
っ
て
官
臨
及
び
組
合
方
両
ヘ
の
手
続

T
る
。
例
へ
ば
、
船
舶
腔
骨
官
、
官
版
に
封
ず
る
諸
腕
者
、
船
舶
の
検
査
手
続
、
現
閥
手
続
、
閥
税
代
耕
、
a肝
臓
手
数
料
の
立
特
納

一
、
諸
官
膳
及
び
組
合
へ
の
乎
績
の
代
緋

切
を
代
俳

支
那
民
舶
白
檀
替
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

第一一一説

"、
-h 

ム
/、

ブL

上埴西豆、前掲論文、 269頁(華北航業、第五鵬、巾村義雄、畑行について晴
吉参照)
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支
那
民
冊
目
髄
轡
忙
就
い
て

第
五
十
七
巻

付
.
舶
行
組
合
や
民
般
会
合
へ
の
連
絡
並
に
代
納
た
ど
、

し、

や
L 
く
も
官房

聴
や
組
合
に
針
し
{可
等
古冶

dヨ

議竺
昔・議
を
要
す
z 
揚
A 
口

tこ
は

七。

J、
F、

一
切
、
般
行
が
代
行
し
費
用
は
立
替
へ
て
告
き
彼
等
と
の
仕
切
金
か
ら
控
除
清
算
す
る
。

四
、
倉
庫
業
、
府
柏
業
白
宏
一
替
、

航
行
は
ま
た
自
家
倉
庫
と
同
時
忙
倉
庫
業
を
乗
慢
し
民
紛
が
持
来
っ
た
物
産
や
、
卸
賀
品
を

磯
首
し
て
長
〈
。
か
〈
て
倉
庫
白
前
庭
が
現
物
D
由
民
物
と
な
る
わ
貯
で
あ
る
。
己
の
情
況
は
か
の
十
二
・
=
一
世
紀
の
頃
、
ベ
-
一
ス
の

如
き
南
欧
諸
都
市
に
烏
い
て
行
ム
商
品
取
引
の
有
様
に
酷
似
し
て
ゐ
る
。
帥
ち
、
石
材
や
煉
瓦
を
以
っ
て
方
形
の
建
物
を
諮
り
そ
の

階
下
を
倉
庫
に
階
上
を
住
宅
や
放
館
に
党
て
そ
の
中
庭
で
商
品
目
取
引
を
し
た
の
で
あ
る
。
宿
泊
撲
は
右
の
如
〈
般
帯
、
客
帯
に
有

料
あ
る
ひ
は
無
料
で
宿
泊
在
一
た
さ
し
め
彼
等
比
使
宜
を
興
へ
て
皆
ま
れ
て
ゐ
る
。
貨
客
の
吸
牧
策
と
し
て
之
に
優
る
方
法
は
た
く
、

無
料
の
揚
合
は
多
数
人
が
病
泊
L
食
事
も
供
す
る
が
、
有
料
の
揚
合
は
特
別
室
と
し
て
一
室
を
二
人
に
提
供
す
る
。
彼
等
は
己
の
や

う
取
待
遇
を
受
付
た
が
ら
呑
気
に
夫
々
の
経
俸
に
い
モ
し
む
の
で
あ
る
。

か
〈
の
如
く
忙
し
て
舶
行
は
民
舶
と
地
方
商
人
と
白
蓮
携
の
下
に
漸
夫
、
業
務
は
盛
大
に
赴
昔
且
つ
競
争
相
手
も
相
営
褒
生
す
Z

で
あ
ら
う
と
と
は
想
像
に
難
く
た
い
止
と
る
で
あ
る
。
最
初
、
己
白
般
行
は
財
東
(
軸
主
)
干
経
期
の
出
身
地
等
の
関
係
か
ち
向
ら

種
心
グ
ル
】
プ
の
十
ろ
た
も
の
が
問
来
、
支
那
一
流
の
自
治
統
制
ら
し
い
も
の
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
別
に
カ
ル
テ
ル
組
織
の
や
ろ

た
も
の
で
は
た
く
各
般
行
聞
に
組
織
的
蓮
絡
や
協
同
が
行
ば
れ
る
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
然
る
に
漸
衣
、
同
業
者
の
競
年
が
激
化
す
る

と
共
に
政
治
力
切
関
係
も
作
っ
て
終
に
抑
制
輸
入
白
弊
容
が
生
じ
た
。
そ
と
で
事
境
後
、
机
航
行
の
統
制
問
題
が
撲
頑
し
主
と
し
て
北
支

九
に
於
て
柏
行
組
合
を
結
成
せ
し
め
つ
h
あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
同
本
側
は
己
の
枯
行
組
合
を
買
緋
と
し
て
利
用
し
諸
物
資
の
買
集
め

を
王L 行
、 v-

J~ つ
舶 h
屍あ
m 7.， 

， e 
f卑:
へ
ら
れ
z 

凡
そ
、
貿
易
商

ιし
ろ
客
商
比
し
ろ
氏
舶
を
屈
入
れ
て
貨
物
の
運
迭
を
註
さ
ん
と
す
る
者
は
帥
航
行
の
千
を
訊

華北航業総額~ 261頁

，← 

8) 



じ
て
履
入
れ
を
た
さ
ね
ば
た
ら
血
。
そ
れ
自
身
で
直
接
に
氏
舶
を
阪
入
れ
ん
と
し
て
も
檀
雑
歌
弱
題
特
殊
事
愉
忙
不
案
内
た
こ
1
t

、
、
何
れ
山
川
氏
舶
が
所
要
航
路
方
耐
に
就
航
す
Z
も
の
か
、
ま
た
、
信
川
を
世
け
る
か
、
世
け
た
い
か
が
b
か
ら
一
た
い
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
向
日
の
荷
物
の
み
忙
で
ほ
船
腹
を
湘
し
え
や
し
て

-M
へ
で
同
地
を
布
墜
す
る
時
は
勢
ひ
蓮
貨
も
割
高
と
た
る
べ
〈
、
い
づ
れ

の
耐
か
ら
み
て
も
不
便
不
利
と
在
る
を
苑
れ
た
い
。
然
る
忙
断
行
に
伏
積
す
る
と
曹
は
永
年
の
取
扱
ひ
民
舶
が
あ
り
相
互
に
信
額
し

て
安
ん
じ
て
荷
物
の
委
託
を
な
し
う
る
し
、
，
ま
た
、
多
数
の
刷
客
、
客
商
の
荷
物
を
世
話
し
て
舶
腹
を
渦
し
て
や
る
己
I
C
h

た
る
か

ら
、
荷
主
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
船
主
に
ム
」
ウ
て
も
航
行
は
寅
に
調
法
し
て
且
つ
必
要
な
存
在
で
あ
る
わ
け
で
あ
ろ
。
之
れ
を
要
す
る

に
航
行
は
荷
主
が
民
舶
を
府
入
れ
運
送
を
委
託
す
る
時
、
仲
立
入
正
た
り
保
設
人
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
航
行
は
車

に
仲
介
者
の
立
場
に
あ
る
も
の
で
、
秤
し
、
事
故
が
あ
っ
て
も
積
荷
に
資
佐
を
負
ふ
も
の
で
は
在
い
の
で
結
局
、
術
主
は
自
己
の
危

険
に
ゐ
い
で
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
品
開
に
多
く
の
場
合
、
白
己
の
前
日
を
そ
の
舶
に
乗
込
ま
し
め
以
っ
て
切
の
院
俸
を
な
さ
し
め
る
も

の
弘
あ
る
。
但
し
、
術
主
に
む
い
て
特
に
積
術
の
保
殺
を
な
さ
し
め
ん
と
す
る
と
き
は
、
椋
舶
の
制
度
が
あ
る
。
現
陀
青
島
忙
語
い

て
は
百
闘
に
付
で
五
回
の
保
読
料
を
納
め
れ
ば
舵
行
は
-
切
の
責
任
を
負
っ
て
積
荷
の
安
全
補
償
を
な
す
己
と
に
在
っ
て
ゐ
る
。
全

た
‘
航
行
で
は
別
忙
相
手
港
の
般
行
宛
に
是
々
の
舶
は
諦
々
の
貨
物
を
幾
何
積
載
し
て
貴
地
に
崎
市
く
、
ま
た
、
モ
の
運
賃
は
す
で
忙

滋
何
支
抑
っ
て
あ
り
、
残
り
は
貴
地
に
到
砦
後
、
支
掛
っ
て
も
ら
ひ
た
い
。
向
、
途
中
漏
損
、
抜
荷
等
あ
っ
た
揚
合
、
市
領
忙
際
じ

て
解
償
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
等
所
調
、
回
世
腕
契
約
(
摺
冊
え
は
艦
哩
)
主
選
っ
て
運
送
事
務
の
手
建
ひ
、
ま
た
、
陸
備
関
心
不
幸
在
る
紛

品
ず
事
#
を
防
止
し
事
後
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

川
町
行
は
右
白
如
く
、
支
那
同
有
の
商
業
配
給
機
関
と
し
て
支
那
各
地
に
沿
い
て
い
や
し
く
も
民
船
の
集
ま
る
と
己
ろ
必
ら
争
存
在

す
る
つ
併
し
在
が
ら
、
中
文
方

J

閣
で
は
近
来
、
近
代
的
運
轍
栄
丸
が
漸
究
成
虫
す
る
に
及
ん
で
舶
行
は
次
第
に
背
白
樺
威
を
央
ひ
っ

二
七
一

支
那
氏
舶
の
軒
替
に
就
い
て

第
五
千
七
巻

第
一
一
-
競

F、
つiL

叉野寛之助、前掲書、 592頁、安本田賓弱なそして業務の縮宇した崎行に劃し
て、近代的運融業者は比較的多額四費本&その本主席関係とを以て遮詮業務
に活動Lて端た。前者が車なる逝怠単引白仲介'<:11:重るに鈎L、趨主主主言.. ~" 
商品償値白帯殖にも関係し、単なる商業費本でな〈道輔童基本の性質E帯びて

9) 



支
那
民
相
の
翻
替
に
就
い
て

第
丘
十
七
色

ブL

O 

七

時

擁

k

ゐ
あ
み
L

一
一
一
口
ふ
こ
と
で
あ
る
。
併
し
友
が
ら
、
と
れ
は
恐
ら
く
近
代
的
大
都
市
周
遊
に
近
い
部
分
だ
け
の
傾
く
部
分
的
な
現
象
に
と

v
h
Z
る
も
の
と
観
測
さ
れ
L
。
蓋
し
近
代
的
運
輸
業
者
の
如
き
も
の
が
漸
究
設
達
す
れ
ば
船
符
が
究
第
に
み
』
の
構
成
を
央
ひ
、
そ
の

従
来
持
続
し
来
っ
た
存
在
を
解
糟
せ
ざ
る
を
え
な
い
主
こ
る
に
貨
は
民
般
と
舶
行
と
の
開
係
が
如
何
に
決
定
的
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
む
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
民
結
が
車
に
商
業
資
本
の
蓄
積
に
役
立
た
な
ぐ
た
り
、
む
し
ろ
交
通
運
輸
資
本
の
帯
磁
に
役
1
っ

や
う
に
移
り
礎
れ
ば
雄
一
る
貫
け
枯
行
は
そ
の
隅
明
白
円
形
態
の
解
消
を

居
促
進
せ
し
め
ら
れ
同
時
に
そ
れ
ば
近
代
的
運
輸
業
者
の
形

成
に
一
一
層
拍
車
を
か
け
る
己
と

ip怒
る
で
あ
ら
う
。

以
上
、
結
行
に
就
い
て
未
だ
語
る
と
己
ろ
の
多
く
の
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
け
れ

E
も
大
惇
有
に
者
い
て
民
踏
と
舶
行
と
の
開
係
を

中
心
に
置
い
て
.
民
般
の
般
行
と
関
係
す
る
限
り
で
の
民
舶
の
経
替
の
商
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
て
、

と
己
ゐ

E
乙
ゐ
鍍

遁
心
部
合
ト
ハ
、
仙
間
帯
、
客
講
の
存
在
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
等
に
若
干
閥
流
せ
主
る
を
え
・
な
か
っ
た
、
終
り
に
と
れ
ら
に
就
い
て
民

仙
の
経
替
を
よ
〈
理
解
し
う
る
限
り
で
の
説
明
を
試
み
て
告
と
う
と
思
ふ
。

r

先
づ
客
帯
ー
と
い
ふ
の
は
す
で
忙
皮
土
過
べ
た
と
と
ろ
で
あ
お
け
れ
ど
も
士
清
せ
ざ
る
と
こ
九
山
地
方
同
郷
商
人
の
連
絡
綿
織
と
い

っ
た
や
ろ
な
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
f
己
れ
は
通
俗
忙
客
商
し
し
」
丙
ふ
こ
と
も
あ
り
、
士
、
活
怖
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
が
犬
概
は
市

揚
の
椋
子
も
わ
か
ら
た
い
の
で
航
行

ι投
宇
る
徒
米
で
あ
る
と
了
解
し
て
よ
い
。
帥
ち
、
地
方
の
奥
地
か
ら
航
行
の
所
十
刊
の
商
港
へ

ポ
り
、
同
郷
町
身
の
舶
行
経
叫
営
者
を
た
よ
り
そ
己
主
所
調
、
定
宿
と
し
て
そ
れ
の
仲
介
に
よ
っ
て
自
己
の
取
扱
ふ
地
方
的
特
産
物
。

貧
民
を
行
っ
て
坐
活
聖
女
へ
て
ゐ
る
地
忠
商
人
で
あ
る

o
d等
は
そ
の
地
中
。
特
産
物
E
持
蹄
り
す
る
際
、
民
舶
に
議
貨
を
支
梯
っ
て

議
迭
を
依
頼
し
円
ら
も
時
と
し
て
そ
れ
ら
刀
貨
物
に
上
最
り
し
て
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
此
際
に
趨
首
た
氏
舶
を
納
行
が
斡
旋
す

る
己
と
は
右
に
述
べ
先
週
り
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
航
行
と
客
帯
と
は
概
ね
阿
郷
闘
係
に
よ
っ
て
次
第
に
親
密
在
る
閥
係
に
入
り
相

J，る。

1--坂百三二一、前偶論文、 263-2641'r10) 

。



互
に
依
頼
と
信
用
と
を
深
め
て
行
く
と
在
、
た
る
か
ら
時
と

L
て
柚
行
問
身
は
信
用
あ
る
客
帯

ι劉
し
て
自
己
の
持
荷
白
地
方
費
削
川

き
を
委
託
し
た
り
、
あ
る
ひ
は
商
品
仕
入
れ
の
資
金
を
融
通
し
か
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
畑
く
ブ
客
帯
と
次
に
漣
ペ
る
附
帯
と
は
姑
行
で
共
に
術
的
し
相
圧
に
-
次
第
に
親
し
く
在
っ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、

舶
帯
は
紬
行
の
仲
介
た
き
限
り
客
帯
へ
由
H
り
向
ふ
や
ろ
友
乙
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

給
制
哨
と
い
ふ
の
は
概
ね
、
同
郷
閥
係
の
般
行
を
中
、
仙
に
結
ぼ
れ
た
民
船
業
者
の
同
業
同
諸
の
組
合
一
て
あ
っ
宅
恰
も
結
行
の
部
分
の

ゃ
う
友
恰
好
の
も
の
で
あ
る
。

い
や
し
く
も
民
舶
の
集
結
す
る
と
己
み
必
ら
や
組
織
さ
れ
て
合
り
、
地
方
毎
に
名
橋
を
つ
け
て
寧
波

帯
と
か
淵
洲
帯
と
か
稀
し
て
ゐ
る
。
大
概
、

と
い
ふ
の
が
岩
っ
て
集
荷
、
荷
捌
雪
及
び
船
主
と
航
員
ム
」
の
関
係
白
調
整
等
を
司
っ
て
ゐ
る
。
向
、
舶
十
工
品
、
仙
町
長
や
共
他
舶
員
等
は

一
般
都
で
数
十
隻
或
ひ
は
数
百
隻
の
民
舶
が
加
入
し
数
人
の
調
印
ち
親
分
ま
た
は
帯
頭

グ

己
心
帯
の
仙
聞
に
集
合
し
た
り
足
滑
り
し
た
り
す
る
。
己
の
館
が
普
通
、
公
所
在
か
茶
館
と
か
誌
は
れ
る
事
務
所
で
あ
っ
て
己
、
で
紺

合
心
事
務
を
と
っ
て
ゐ
る
。
拙
帯
は
こ
の
事
務
所
で
組
合
加
入
の
議
記
在
し
た
り
航
行
か
ら
の
仲
介
主
引
受
け
た
り
‘
あ
る
ひ
は
紛

糾
等
を
解
決
し
た
り
様
々
た
品
開
合
を
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
書
記
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
。
新
し
〈
組
合
に
加
入
せ
ん
と
す
る

船
主
は
般
簿
、
出
身
地
、
年
齢
等
白
書
類
を
提
出
し
、
加
入
番
放
を
受
け
、
組
合
規
則
で
作
ら
れ
た
砧
限
と
い
ふ
許
可
設
が
波
さ
れ

る
D

か
L
る
事
務
所
は
大
概
、
時
行
hu

建
物
と
別
に
た
っ
て
ゐ
る
が
時
と
し
て
柏
行
と
同
じ
庶
山
中
に
あ
る
と
と
も
あ
る
P

五

結

r-'1 

以
上
、
再
々
は
支
那
に
島
け
る
民
加
の
粧
替
に
就
い
て
そ
の
性
格
若
し
く
は
特
質
を
間
明
せ
ん
し
子
る
目
的
を
以
っ
て
、

l~ 

舶
の
概
念
J

二
、
民
舶
の
支
郊
沿
岸
織
法
に
長
け
る
需
用
要
性
、
一
一
一
、
民
紬
の
経
借
に
就
い
℃
、
問
、
川
町
行
に
謝
す
る
民
結
業
の
隷
岡
崎

支
那
民
個
の
担
普
に
就
い
て

第
五
十
七
巻

七

第一一一説

タL



支
部
民
輔
自
輯
替
に
就
い
亡

第
五
十
七
巻

七
r~ 

事
コ

雄 l

;九

閥
係
等
に
就
い
で
桜
め
て
粗
漏
た
る
刑

J

究
の
一
端
を
公
に
し
た
。

か
く
て
、
上
来
、
漣
ベ
来
っ
た
と
と
ん
か
ら
次
の
や
う
な
こ
と
が
結
一
守
口
と
、
て
一
一
品
ひ
え
在
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
即
ち
、

(
二
、
民
舶
業
の
終
替
の
仕
方
が
概
ね
、
家
父
長
的
危
同
郷
附
係
に
そ
の
廿
本
誕
が
ゐ
か
れ
、
こ
れ
を
端
盤
と
し
て
合
制
枠
組
織
の
如

き
板
め
て
封
建
的
た
未
設
建
た
臭
味
を
多
分
に
帯
び
て
ゐ
る
こ
と
。

(
二
)
、
在
る
ほ
ど
、
か
ぐ
ま
で
民
舶
の
支
那
附
有
の
終
消
自
慨
に
島
い
て
示
す
と
こ
ろ
の
絞
情
的
機
能
が
古
川
大
で
あ
る
と
い
ム
乙

と
は
充
分
に
認
め
う
る
正
己
ゐ
で
あ
る
が
‘
か
、
る
主
要
刊
を
有
す
る
民
舶
が
動
均
ど
し
て
自
然
力
に
依
介
し
、
そ
の
続
税
力
も
械

め
て
小
在
る
己
と
。

(
=
一
)
、
し
か
も
、
と
の
民
船
業
自
慨
が
彼
等
同
様
忙
未
後
建
た
農
業
、
漁
業
と
い
ふ
ゃ
う
た
生
時
倒
係
と
、
同
じ
く
米
護
連
投
商

業
機
関
た
る
航
行
と
の
間
に
あ
っ
て
彼
等
と
相
互
に
防
相
接
た
隷
属
関
係
に
あ
る
こ
と
。

(
問
)
、
本
来
、
民
舶
は
交
泊
手
段
た
る
に
不
的
、
輸
送
機
関
と
し
て
と
同
時
に
商
業
資
本
忙
殻
属
す
る
配
給
機
関
と
し
て
彼
等
の

資
本
の
一
再
生
産
に
役
立
ち
、
そ
れ
が
交
油
機
能
を
果
す
も
の
と
し
て
の
潤
立
牲
を
獲
得
し
て
訟
ら
在
い
臨
か
ら
交
通
話
職
資
本
の
再

生
産
に
役
立
つ
で
た
ら
十
、
従
っ
て
こ
の
貼
そ
の
絞
桝
的
機
能
が
未
分
化
の
段
階
に
あ
る
と
い
ふ
己
と
。

等
々
か
ら
し
て
支
那
終
消
白
鰐
め
前
資
本
主
義
牧
、
宇
封
建
壮
一
を
明
Mm
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
日
つ
延
い
て
は
支
那
に
ゐ
け
る
輸
送

力
絞
掛
が
今
向
、
桜
め
て
未
設
建
な
段
階
に
あ
る
と
い
ふ
と
と
を
明
瞭
に
認
め
る
と
と
が
山
来
な
い
で
あ
ら
う
か
。
(
先
)




