
清
末
奥
・
海
関
の
展
開

一
広
州
に
お
け
る
洋
関
設
立
の
意
味
i

岡

本

隆

司

凶

【
要
約
】
　
南
京
条
約
以
前
、
中
国
の
礪
洋
貿
易
に
当
た
っ
た
外
洋
行
商
人
の
取
引
は
、
響
海
関
の
立
場
か
ら
す
る
と
徴
税
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
外
国
側
の
不
満
を
買
っ
た
附
加
税
や
独
占
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
取
引
と
微
税
が
表
裏
一
体
と
な
っ
た
構
造
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。
外

洋
行
商
人
が
包
括
的
に
営
ん
で
い
た
、
こ
の
取
引
・
骨
質
の
機
能
は
一
八
三
〇
年
代
よ
り
徐
々
に
分
化
し
は
じ
め
、
五
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
貿
易
様

式
の
変
化
に
よ
っ
て
旧
外
洋
行
商
人
が
姿
を
消
し
、
膠
海
関
の
徴
税
の
機
能
は
通
事
に
集
約
さ
れ
る
一
芳
で
、
広
州
の
貿
易
は
香
港
や
マ
カ
オ
と
の
つ
な

が
り
が
強
ま
り
、
小
汽
船
や
ロ
ル
チ
ャ
船
に
よ
る
交
易
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
通
事
は
こ
の
交
易
に
対
処
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
通
事
に
代
わ
っ
て
洋
関
が

設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
導
海
関
の
徴
税
が
対
外
取
引
か
ら
分
離
独
立
し
た
過
程
と
な
る
の
に
対
応
し
て
、
徴
税
の
た
め
の
機
構
も
外
洋

行
か
ら
堆
糞
さ
れ
、
そ
の
最
終
的
な
形
態
が
機
関
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
洋
関
の
設
立
に
帰
結
す
る
磨
海
関
の
展
開
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど

注
目
ざ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
清
末
の
内
外
に
わ
た
る
交
易
と
徴
税
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
七
巻
六
号
　
一
九
九
酉
年
【
一
月

v“S

末嬉海関の展開（岡本）

は
　
じ
　
め
　
に

一
八
五
九
年
初
め
、
財
部
大
臣
両
江
総
督
何
桂
清
に
よ
り
レ
イ
（
頃
。
冨
江
。
翼
．
ピ
p
団
）
が
総
税
務
司
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
お
よ
そ
五
年

間
に
わ
た
っ
て
上
海
で
試
み
ら
れ
て
い
た
外
国
人
税
務
司
制
度
は
、
洋
関
に
変
貌
を
遂
げ
る
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
そ
し
て
同
年
一
〇
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

上
海
に
次
い
で
ま
ず
洋
楽
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
条
約
締
結
よ
り
も
以
前
か
ら
西
洋
貿
易
を
経
験
し
て
き
た
広
州
で
あ
っ
た
。
こ
の
導
海
関
に

（809）1



お
け
る
帯
革
の
設
立
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
に
は
、
五
港
開
港

に
よ
っ
て
広
東
一
港
貿
易
の
体
制
は
解
体
さ
れ
た
は
ず
で
、
西
洋
貿
易
の
中
心
も
上
海
に
移
っ
て
し
ま
う
た
め
、
磨
海
関
に
注
昌
す
べ
き
必
然

性
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
も
関
連
す
る
が
い
ま
　
つ
に
は
、
広
州
で
の
馬
形
設
置
が
外
国
人
税
務
司
制
度
の
各
条
約
港
へ
の
拡
充

と
い
う
条
約
規
定
適
用
の
一
例
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
実
の
一
面
と
し
て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
多

か
れ
少
な
か
れ
南
京
条
約
、
天
津
条
約
の
上
欄
力
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
に
わ
か
に
眼
を
広
東
か
ら
上
海
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
条
約
の
存
在
を
重
視
す
る
の
は
、
南
京
条
約
以
後
の
広
州
に
注
欝
し
な
い
も
の
に
ど
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
時
期
の
広
東
貿
易
を

か
な
り
緻
密
に
取
り
あ
げ
て
い
る
二
つ
の
古
典
的
手
作
が
そ
も
そ
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
一
方
は
一
八
四
〇
年
代
よ
り
五
〇
年
代
前
半
ま
で
の

情
勢
を
、
あ
る
べ
き
「
条
約
体
制
」
を
切
り
崩
す
「
広
東
シ
ス
テ
ム
の
再
編
」
と
捉
え
、
他
方
は
一
八
五
〇
年
代
後
半
の
棄
乱
し
た
状
況
を
、

洋
関
が
設
置
さ
れ
る
直
接
の
前
提
お
よ
び
動
因
と
し
て
描
写
す
る
。
蒋
期
的
に
み
れ
ば
両
者
は
あ
い
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
が
客
観
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
旧
体
量
の
存
在
、
そ
こ
で
の
脱
税
、
密
輸
の
横
行
な
ど
の
事
象
は
、
関
連
す
る
側
面
が
少
な
く
な
い
は
ず

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
四
〇
～
五
〇
年
代
の
過
程
を
一
貫
し
た
も
の
と
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
た
ん
に
条
約
に
違
背
す
る
事
例

の
孤
立
的
な
羅
列
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
「
広
東
シ
ス
テ
ム
し
と
ま
っ
た
く
対
立
し
て
、
こ
れ
を
克
服
す
べ
き
「
条
約
体
制
」
、
そ
の
「
条
約
体
制
」

を
体
現
し
た
制
度
と
し
て
の
洋
関
と
い
う
措
定
を
無
条
件
に
承
認
す
れ
ば
議
論
が
成
り
立
た
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
み

る
と
、
な
ぜ
旧
体
制
が
「
再
編
」
さ
れ
、
そ
こ
で
脱
税
や
密
輸
が
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
洋
関
の
設
立
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ

う
し
た
初
歩
的
な
疑
閥
す
ら
整
合
的
に
説
明
で
き
な
い
。
こ
れ
は
両
書
の
史
実
解
釈
が
拠
っ
て
立
つ
「
条
約
体
制
」
の
枠
組
と
隠
窓
の
位
置
づ

け
に
内
在
す
る
限
界
を
表
現
し
た
も
の
と
う
け
と
れ
る
。
い
ま
な
お
選
書
の
内
容
に
具
体
的
な
恩
讐
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
条
約
と
い
う
も
の
の
性
質
、
影
響
力
を
問
い
直
し
つ
つ
、
洋
関
の
制
度
的
な
位
置
づ
け
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
枠
組
と
し
て
の
「
〔
不
平
等
〕
条
約
体
制
」
へ
の
懐
疑
は
す
で
に
提
起
さ
れ
て
久
し
い
。
条
約
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
「
朝
貢

貿
易
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
の
枠
組
も
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
ん
ず
く
交
易
と
密
接
に
関
わ
っ
て
表
出
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
洋
関
を
は
じ

2　（810）



め
と
す
る
各
種
徴
税
機
関
の
位
置
を
そ
の
背
後
の
地
域
実
義
関
係
か
ら
漠
然
と
演
繹
し
て
把
握
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
個
々
の
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

織
や
栢
互
の
連
関
は
市
場
と
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
綿
密
な
動
態
的
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
洋
綴

と
い
う
一
制
度
の
形
成
と
特
徴
に
論
点
の
多
く
を
還
元
し
て
休
禰
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
「
条
約
体
鋼
」
の
枠
組
を
揚
棄
し
う
る
内
容
に
ま
で

高
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
て
も
、
い
よ
い
よ
洋
関
を
位
置
づ
け
な
お
す
必
要
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
何

よ
り
も
要
請
さ
れ
る
の
は
、
条
約
の
前
後
を
通
じ
て
西
洋
貿
易
の
経
験
を
も
ち
な
が
ら
も
、
と
も
す
れ
ば
閑
却
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
磨
海
関
を

あ
ら
た
め
て
具
体
的
な
素
材
と
し
て
、
交
易
と
徴
税
の
あ
り
方
、
関
わ
り
方
を
見
て
い
く
作
業
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
、
清
末
の

謬
海
関
、
洋
関
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
万
般
の
理
解
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①
　
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
清
末
に
お
け
る
総
税
務
司
の
成
立
に
つ
　
　
　
　
　
ト
。
〔
鋒
ω
頓
O
乙
α
⑦
・
ω
．
搾
タ
、
一
，
お
露
、
、
籍
㌔
、
、
ミ
ミ
き
偽
◎
ミ
ミ
鴇
6
、
窮
、
o
ミ
勲
切
。
一
『
霧
ρ

　
　
い
て
」
『
東
洋
学
報
隔
第
七
〇
巻
第
一
二
一
号
、
一
九
八
九
年
、
五
八
頁
、
購
「
洋
　
　
　
　
　
影
α
ρ
℃
℃
」
鵯
山
豊
「

　
　
閃
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
洋
史
研
究
駈
第
五
〇
巻
第
翁
島
、
　
一
九
九
一
年
、
　
　
　
　
③
　
濱
下
武
志
『
中
網
近
代
経
済
史
研
究
一
繊
麗
海
関
財
政
と
開
港
場
市
場
圏

　
　
五
八
～
五
九
、
　
喝
八
一
一
～
八
一
二
胃
ハ
、
　
参
昭
酬
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
』
、
　
汲
古
害
跡
眈
、
　
一
九
八
九
年
、
　
一
九
二
、
　
一
一
一
七
、
　
三
悶
∵
八
～
三
圏
両
脚
只
。

　
②
　
旨
漏
（
’
舅
㊤
費
σ
即
巳
ψ
S
ミ
駄
免
＆
ミ
軸
b
鴬
N
。
ミ
ミ
蔓
§
～
ぎ
6
ミ
ミ
四
α
◎
途
㌧
・
～
ミ
　
　
　
　
　
ま
た
前
掲
拙
稿
、
八
三
～
八
四
頁
、
参
照
。

　
　
ξ
馬
ミ
ミ
偽
曼
鳳
ぎ
§
墓
電
㌧
ミ
、
P
』
。
。
お
∴
象
＄
ω
雪
】
昌
。
憎
鳥
婚
一
8
P
℃
》
悼
、
あ
一

妻吉・1ξξ讐薯毎［廻の展PI　（岡オ£）

一
　
広
東
貿
易
の
徴
税
縫
造

　
ま
ず
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
南
京
条
約
以
前
に
磨
海
関
で
臨
洋
貿
易
に
対
す
る
徴
税
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
申
心
を
な
す
機
構
が
宮
衙
と
し
て
の
厚
海
関
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
保
商
制
度
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お

り
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
劇
画
に
つ
い
て
も
ご
く
大
姻
み
に
触
れ
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
商
人
と
取
引
を
行
な
う
外
洋

行
商
人
が
貨
税
お
よ
び
そ
の
他
の
賦
課
金
を
納
入
し
、
そ
の
最
終
的
な
責
任
は
、
外
国
船
ご
と
に
外
洋
行
商
人
の
中
か
ら
指
定
さ
れ
る
保
商
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

帰
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
は
、
従
前
し
ば
し
ば
あ
た
か
も
自
明
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
外
洋
行
商
入
に
よ
る

3　（81i）



徴
税
の
請
負
の
し
く
み
を
い
さ
さ
か
具
体
的
に
補
足
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
で
誰
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
徴
税
が
構

成
さ
れ
最
終
的
に
実
現
す
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
徴
税
そ
の
も
の
の
内
容
、
性
質
は
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
微
税
手
続
の
よ
う
な
当
時
の
関
係
者
に
と
っ
て
常
識
に
属
す
る
事
務
に
こ
と
さ
ら
説
明
が
加
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
現
在

の
我
々
か
ら
み
て
系
統
的
か
つ
説
得
的
な
記
録
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
出
処
、
性
格
の
さ
ま
ざ
ま
な
断
片
的
な
記
事
が
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
。
そ
の
う
ち
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
に
黒
熊
四
七
（
一
七
八
二
）
年
の
男
海
関
監
督
李
雨
催
の
奏
摺
の
一
節
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
れ
を

手
が
か
り
と
し
て
と
り
あ
げ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
　
外
磐
船
は
広
東
に
到
着
す
る
と
、
い
ず
れ
も
ま
ず
省
城
の
外
洋
行
に
投
じ
て
「
認
保
」
と
し
、
持
ち
込
ん
で
き
た
貨
物
を
陸
揚
げ
し
て
そ
の
倉
庫
（
行
）
に

　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
貯
蔵
し
、
他
方
、
外
洋
行
商
人
に
代
わ
り
に
〔
内
地
の
〕
貨
物
を
買
付
け
て
も
ら
っ
て
、
帰
国
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
輸
出
入
貨
物
は
、
す
べ
て
外
洋
行
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
が
〔
海
関
に
〕
届
け
出
て
検
査
し
、
税
額
を
調
べ
上
げ
、
書
類
に
記
入
し
簿
冊
に
登
録
し
、
外
国
船
が
す
べ
て
出
港
し
た
後
、
は
じ
め
て
期
限
を
立
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
徴
税
を
始
め
る
。
毎
年
〔
こ
う
し
た
や
り
方
を
〕
踏
襲
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
洋
行
商
人
は
「
洋
貨
を
代
錆
し
、
税
は
貨
よ
り
出
づ
」
と
い
い

　
　
わ
け
し
次
第
に
納
税
を
引
き
延
ば
す
の
で
、
送
金
が
遅
れ
滞
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
は
戸
部
へ
の
税
収
送
金
の
延
滞
に
関
連
し
て
、
外
国
船
の
入
港
か
ら
微
税
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
手
続
に
説
き
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
主

要
な
部
分
に
適
宜
傍
線
を
付
し
た
が
、
そ
の
個
々
の
意
味
は
と
も
か
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
の
脈
絡
は
こ
の
ま
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
も
あ
わ
せ
て
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
外
国
商
人
が
広
東
に
到
着
し
て
ま
ず
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
自
ら
が
投
宿
滞
在
し
、
輸
入
し
た
貨
物
を
陸
揚
げ
し
て
預
け
、
輸

出
す
る
貨
物
を
搬
出
し
て
船
積
み
す
る
場
を
提
供
す
る
外
洋
行
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
に
保
商
の
指
定
と
も
な
る
。
傍
線
部
ω
～

③
は
そ
れ
を
蓑
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
で
は
あ
え
て
「
認
保
」
と
い
う
原
文
の
表
現
を
残
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
は
外
国
船
の
商
人
た
ち

が
信
頼
の
お
け
る
任
意
の
外
洋
行
を
選
び
、
そ
の
外
洋
行
商
人
に
依
頼
し
て
保
商
に
な
っ
て
も
ら
う
謂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
は
主
に
私

商
人
な
ど
が
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
さ
し
く
外
国
側
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
船
舶
に
は
、
一
七
八
四
年

4　（812）
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③

以
後
、
外
洋
行
商
人
が
輪
番
で
保
商
に
あ
た
る
「
輪
保
偏
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
広
東
の
貿
易
で
地
方
貿
易
が
比
重
を

増
し
て
く
る
に
し
た
が
い
、
「
認
保
」
が
一
般
的
な
形
態
と
な
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
指
定
さ
れ
た
保
商
自
身
を
も
「
認
保
」
と
称
し
た
。

　
保
商
の
指
定
が
終
わ
る
と
取
引
の
開
始
が
許
可
さ
れ
る
。
外
国
商
人
は
糞
船
の
評
言
だ
け
に
取
引
相
手
を
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
他
の
外

洋
行
商
人
と
も
取
引
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
諸
税
の
支
払
な
ど
は
掛
商
が
最
終
的
に
責
任
を
負
わ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
ら
な
い
た
め
、
外
国
商
人
か
ら
保
商
に
七
〇
〇
ド
ル
の
保
証
金
が
支
払
わ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
お
り
、
商
品
の
価
格
を
定
め
る
前
に
、
保
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
対
し
実
際
に
税
を
負
担
す
る
の
は
誰
で
あ
る
か
を
定
め
て
お
く
必
要
も
あ
っ
た
。
個
々
の
取
引
に
さ
い
し
諸
税
の
負
担
は
必
ず
考
慮
に
入
れ

ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
輸
出
と
輸
入
の
場
合
に
分
け
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
輸
出
税
に
つ
い
て
は
一
七
八
二
年
ま
で
、
「
購
入

さ
れ
る
内
地
の
貨
物
は
、
船
積
み
が
全
て
終
わ
っ
て
か
ら
、
〔
外
洋
行
が
輸
入
の
場
合
と
〕
同
様
に
そ
の
数
量
に
応
じ
て
税
を
納
め
、
〔
外
国
船

に
〕
免
状
を
交
付
し
て
出
港
さ
せ
」
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
先
に
引
用
し
た
李
質
頴
の
記
述
も

そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
同
じ
奏
摺
に
お
い
て
外
洋
行
商
人
播
振
承
ら
の
提
議
が
上
申

さ
れ
、
保
商
が
外
国
人
に
代
わ
っ
て
輸
出
品
を
買
付
け
た
さ
い
に
、
「
貨
物
〔
の
取
引
が
な
さ
れ

る
〕
に
し
た
が
い
逐
一
〔
税
額
分
を
〕
拍
除
し
て
し
ま
っ
て
、
納
税
を
先
に
す
ま
せ
る
」
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
⑥

認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
輸
出
を
代
表
す
る
茶
取
引
の
具
体
的
な
内
容
は
、
た
と
え
ば
、
第

1
表
の
よ
う
な
試
算
が
あ
る
。
外
洋
行
が
納
め
る
税
額
と
取
得
す
る
利
益
は
、
そ
の
数
値
を
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
す
れ
ば
否
定
的
な
史
料
が
少
な
く
な
い
が
、
第
1
表
の
計
算
に
近
い
事
例
も
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
れ
に
拠
っ
て
両
者
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
各
藩
洋
行
を
大
股
と
小
股
の
も
の
に
分
か
ち
、
紅
茶
・
緑
茶

　
　
を
契
約
購
入
し
て
き
た
。
契
約
分
の
茶
の
数
量
（
正
額
）
と
価
格
を
取
り
決
め
て
頭
・
二
・
三
盤
と
等

第1表　外洋行の茶取引（1担）

款培・製造費………・・…・……

箱罐・包装費………・・……・…

運送費（産地～広州）…………

広州での諸経費………………

　（課税，外洋行商人の経費，

　はしけ調達費）

　　　　　　　　　　　20
東インド会筏への売値………27

外洋行商人の利益……………6

両

エ2

1

3

3

銭

0

3

9

0

分

0

1

2

0

麓

0

6

0

0

2　3　6
e　o　o
7　6　4

出典：Ball，α‘〃ivation　a，～d餓～，多～の6’雷〃e，

　　p．　354．
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級
づ
け
す
る
。
つ
い
で
外
洋
行
商
人
の
ほ
う
は
、
茶
を
扱
う
客
商
（
茶
客
）
と
購
買
請
負
の
契
約
を
交
わ

す
。
こ
れ
を
包
庄
と
い
う
。
〔
外
洋
行
商
人
は
〕
外
国
商
人
へ
の
引
渡
価
格
に
応
じ
て
、
百
堺
町
に
八
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抽

九
両
な
い
し
十
両
を
相
除
す
る
。
正
額
以
外
の
茶
は
押
冬
と
い
う
が
、
こ
れ
も
菖
斤
毎
に
「
餉
縦
し
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

て
五
～
穴
両
を
加
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
力
の
な
い
外
洋
行
で
、
あ
ら
か
じ
め
茶
客
に
契
約
分
の
前
　
　
醗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵩

貸
金
を
交
付
で
き
な
い
者
で
も
、
正
額
の
場
合
に
「
餉
鶴
」
六
両
七
銭
を
得
る
こ
と
は
、
論
客
と
の
契
約
　
　
齢

讃
記
・
れ
轟
冬
の
「
錘
箔
蓋
爾
で
鷺
外
洋
幕
無
繕
ん
で
い
粂
顧

客
も
お
9
、
こ
れ
は
野
牛
と
い
う
が
、
こ
の
揚
禽
も
外
洋
行
が
外
国
商
人
に
茶
を
ひ
き
わ
た
し
て
「
餉
務
し
　
　
轍

を
知
除
す
る
の
は
、
勉
庄
の
場
合
と
周
様
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
、
地
方
貿
易
商
人
お
よ
び
他
　
　
表

国
人
が
照
葉
窯
昊
ぱ
・
〔
外
洋
行
は
〕
や
は
り
嗣
硝
」
と
し
蓋
～
六
爾
を
得
る
・
以
去
響
は
・
撤

外
国
人
、
茶
客
い
ず
れ
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
異
議
は
な
か
っ
た
。
東
イ

ン
ド
会
社
の
正
額
と
押
冬
、
お
よ
び
各
仁
人
〔
が
買
う
茶
〕
の
「
駅
務
」
を
計
算
、
平
均
す
る
と
百
斤
に

つ
き
六
両
と
な
る
。
先
に
税
を
納
め
る
の
を
差
し
引
く
と
、
総
じ
て
四
、
五
而
を
あ
ま
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

茶
取
引
の
利
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

麗
　
　
5

分
5
4
5

銭
1
　
　
1

両

工薮fiSS　（lniper三a1エ）uties）・師・・

カ］1耗　（1）er　celltage）　…　一・」・

’N－s一一iJt　（1’eculage）　・・・・・・・・・…

1

1

5

4

5

5

行『∫月　（COnsoo　Charge）

事例（Srre－」の・一……

　　　　　　　3　　4　　5

…一・・　2　4

．．i一　9　1　5

1　ro　o o

｝．践典：M・rris・n，（’肋～ese

　　　　　183tl，　p．　35．

C’o）n”tercial　Guide，

〔
外
洋
行
が
〕
い
な
が
ら
に
享
受
す
る
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⑨

こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
門
餉
傍
」
と
は
「
餉
項
」
と
「
膀
頭
」
を
あ
わ
せ
て
略
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
正
税
（
正
直
）
」

で
あ
る
。
「
膀
頭
」
は
今
の
と
こ
ろ
こ
の
史
料
に
し
か
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
ず
内
容
を
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
謬
海
関
の
随
規
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩

一
つ
で
あ
っ
た
「
担
頭
」
の
別
名
で
あ
り
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
を
「
怨
霊
」
と
熱
し
て
、
外
洋
行
が
納
税
に
備
え
て
茶
客
と

の
取
引
で
如
除
す
る
金
額
を
表
現
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
茶
の
輸
出
か
ら
得
ら
れ
る
外
洋
行
の
利
益
は
引
用
に
も
明
ら
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
う
に
、
さ
ら
に
端
的
に
は
「
羨
余
勢
傍
偏
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
「
餉
思
し
に
含
ま
れ
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
課
税
額
の
一
部
と
し
て

存
在
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第3表　棉花の取引と諜税（1担）

r瀧貨店（sh。Pme・・）」のっける総鮒各一・…一一…

慣行的な伸介料の控除………・・…・……………・…’…

r洋貨店」使用の銀両成分＝O．974両；1両につき

　　0．026両の害1引一1L4両で………………’”…

「洋貨店」使JIIの銀両重量の不足；1両につき

　　0．018両一1L1036両で…………………………・・

「洋貨店」の支払う純価格………………・・…・…”…

噂海関の闘税及び賦課金・……………・……●…・…凸◆’●

行法…………………………………’”………………”

黄哺でのはしけ料金……・………・…・………．＿■■■．＿

二選での外洋行商人の計量係の経費…・…………・・一

ドルの成：分不足の補填など……………・………・・…・・

倉庫保管料…・一・………………『●『…………◆……幽’”

外洋行商人が実際に受領する金額………………畠…・

以上から想定される外国商人への提示価格……・・…

外洋行商人の直接の利益……・……・…・……………・・

巳　竜　鳥　o　o　聖　「　璽　「　竃　．　．　．

一銭　　1

　　　　2’

・・一　1
畢　，　，　，　．　，　璽　，　●　マ　，　．　●　．　■

…・ K　　3

・・一　2

曜　，　■　，

曜　．　，　．　，　●　，　梱　．　▼　・　噛　レ　曜　噛

　e

　9

　9

，　噛　・　　．　，

　　　両　銭　分　蘇

・・一・一一i 撃戟@5　O　e
o・0

6・4

9・9　－　O　5　9　6・3
　　．．rrbT，，・’fi

　5

　0

　0

　2

0

5　一〇　7　O　2－O

　　J－10　2　O　1・7
　　一・le　．uat　O：．9．．

　・一一　〇　2　O　1・7

S／｛S｛1・　：　Morrison，　Clt・incse　Co）nmerc・ial　Gttide，　1834，　p．　36．

　
同
様
の
考
え
方
は
手
入
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
棉
花
に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
の
課
税
は
第
2
表
の
よ
う
な
試
卸
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
税
と
し
て
課
せ
ら

れ
る
一
両
五
銭
は
五
つ
の
項
目
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
上
四

者
は
規
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
額
に
も
一
定
の
基
準
が
あ
っ
た
。
し
か
し

最
後
の
「
事
例
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
変
動
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
詳
細
な
内
訳
の
一
例
が
第
3
表
で
あ
る
。
外
洋
行
商
人
に
よ
る
棉
花

引
き
受
け
か
ら
「
洋
貨
店
」
に
よ
る
最
終
的
な
購
入
・
販
売
に
至
る
間
に
要
す

る
諸
経
費
の
み
な
ら
ず
、
外
洋
行
が
取
得
す
べ
き
利
益
ま
で
も
「
事
例
し
な
る

項
目
の
税
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
輸
出
入
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
徴
税
も
取
引
も
ま

っ
た
く
同
一
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
外
国
商
人
に
は
「
輸
入
・
輸
出

い
ず
れ
に
せ
よ
、
貨
物
に
課
せ
ら
れ
た
税
の
詳
細
に
つ
い
て
何
も
知
る
機
会
が

な
」
く
、
彼
ら
に
「
支
払
わ
れ
た
商
品
の
価
格
は
中
国
商
人
が
輸
入
税
を
支
払

う
の
を
見
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
し
、
輸
出
の
場
合
は
税
込
み
の
価
格
」
が
要
求

　
　
⑫

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
彼
ら
の
限
に
外
洋
行
の
取
引
と
映
っ

た
弊
柄
は
視
点
を
変
え
れ
ば
と
り
も
な
お
さ
ず
微
税
の
過
程
な
の
で
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
は
外
国
商
人
の
輸
幽
入
の
み
に
限
ら
ず
、
外
洋
行
商
人
が
介
在
し
た

内
地
の
商
人
に
至
る
ま
で
の
取
引
の
過
程
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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以
上
を
踏
ま
え
て
お
い
て
よ
う
や
く
李
質
頴
の
記
述
も
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
く
る
．
全
体
と
し
て
彼
は
輸
出
入
で
の
具
体
的
な
取
引
や
徴

税
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
馨
海
関
と
い
う
官
衙
の
立
場
を
表
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
傍
線
部
の
ω
～
③
で
外
国
商
人
が
外

洋
行
と
の
関
わ
り
で
な
す
べ
き
手
続
、
ω
で
外
洋
行
商
人
に
よ
る
諸
税
の
算
定
や
申
告
に
言
及
す
る
の
み
で
、
換
言
す
れ
ば
、
前
者
で
は
輸
出

入
の
有
無
、
後
者
は
そ
れ
に
伴
う
諸
税
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
機
能
と
し
て
は
税
を
う
け
と
る
に
す
ぎ
な
い
噂
海
関
か
ら
す

れ
ば
、
こ
れ
だ
け
を
押
さ
え
て
お
け
ば
十
分
だ
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
、
②
㈹
の
背
後
に
外
国
商

人
と
外
洋
行
商
人
の
取
引
が
、
ω
の
背
後
に
輸
出
入
に
対
す
る
現
実
の
徴
税
、
ひ
い
て
は
外
洋
行
商
人
と
内
地
の
商
人
と
の
取
引
が
存
在
し
て

い
る
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
嬉
戯
に
言
い
直
し
て
み
よ
う
。
輸
出
入
貨
物
は
い
ず
れ
も
愚
意
が
所
有
す
る
行
ず
な
わ
ち
倉
庫
に
集
積
さ
れ
、
そ
こ
が
外
国
商
人
、
外
洋
行

商
人
、
内
地
の
商
人
の
取
引
の
場
と
な
る
。
保
商
は
自
ら
が
取
引
に
携
わ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
徴
税
と
不
可
分
な
取
引
の
場
を
管
理

す
る
以
上
、
諸
税
に
責
任
を
も
つ
の
も
あ
る
意
味
で
翻
然
の
論
理
な
の
で
あ
り
、
保
商
制
度
は
そ
う
し
た
考
え
方
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

茶
や
棉
花
の
よ
う
に
需
要
の
あ
る
商
品
な
ら
ば
取
引
は
円
滑
に
進
み
、
同
時
に
徴
税
も
滞
り
な
く
行
な
わ
れ
る
。
取
引
が
成
立
し
な
い
う
ち
は

微
税
も
実
現
せ
ず
、
貨
物
は
倉
庫
に
と
ど
め
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
保
商
に
当
た
る
外
洋
行
商
人
は
「
厳
密
に
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
ば
、
保
税
倉
庫
の
管
理
人
（
σ
。
巳
＆
蓄
邑
δ
蕊
。
訂
。
℃
。
邑
で
あ
っ
て
商
人
で
は
な
い
。
時
に
は
両
者
の
資
格
で
活
動
す
る
」
と
い
わ
れ
た

の
も
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
。
傍
線
部
⑥
の
「
洋
貨
を
代
言
し
、
税
は
貨
よ
り
出
づ
」
と
い
う
外
洋
行
商
人
の
言
も
、
こ
う
し
た
文
脈
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

じ
め
て
現
実
に
即
し
た
も
の
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
持
ち
込
む
毛
織
物
製
品
や
綿
製
晶
が
容
易
に
中
国
内
地
に
売
り
捌
け
な
か
っ
た
事
実

を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
納
税
延
滞
の
弁
解
た
り
え
た
の
も
了
解
さ
れ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
商
取
引
が
何
の
媒
介
も
な
く
た
だ
ち
に
微
々
に
置
き
換
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
傍
線
部
ω
に
は
注
釈
が
必

要
と
な
る
。
諸
税
の
算
定
や
申
告
に
外
洋
行
商
人
が
手
ず
か
ら
携
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
担
当
し
た
の
は
通
事
（
一
ぎ
σ
q
三
簿
）
と
呼
ば

れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
外
洋
行
商
人
の
保
証
を
得
て
、
鯵
海
関
監
督
か
ら
任
命
さ
れ
た
も
の
が
「
宮
通
事
（
．
湯
窪
q
霞
ヨ
．
自
．
。
臨
9
巴
．
瓢
導
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αq

O
q
・
け
）
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
数
名
に
過
ぎ
な
い
が
、
各
々
多
く
の
部
下
を
有
し
て
い
た
。
外
国
側
の
史
料
に
よ
る
と
、
「
貨
物
の
陸
揚
げ
、
船
積

み
の
許
可
証
を
得
る
」
こ
と
、
「
〔
黄
哺
に
投
錨
し
た
外
書
〕
船
舶
の
貨
物
を
広
州
ま
で
運
び
、
黄
哺
ま
で
輸
出
貨
物
を
運
ぶ
は
し
け
」
を
調
達

す
る
こ
と
、
「
陸
揚
げ
、
船
積
み
さ
れ
る
商
品
を
検
査
す
る
さ
い
広
州
城
内
か
ら
や
っ
て
く
る
官
吏
に
随
従
す
る
」
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
業
務

と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
、
外
国
船
と
婁
海
関
と
の
間
の
交
渉
に
か
か
わ
る
実
務
一
切
に
従
事
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

税
の
算
定
や
そ
の
申
告
書
の
作
製
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　
外
国
人
に
関
す
る
中
国
側
の
史
料
に
お
い
て
、
外
洋
行
商
人
な
い
し
保
商
と
通
事
と
は
し
ば
し
ば
並
び
称
さ
れ
る
も
の
の
、
外
国
人
の
行
動

取
締
以
外
で
は
せ
い
ぜ
い
「
情
詞
を
道
達
す
る
」
通
訳
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
ず
、
以
上
の
よ
う
な
通
事
の
役
割
に
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
き
わ
め
て
少
な
い
。
外
国
商
人
は
手
続
上
、
露
霜
の
指
定
と
同
時
に
通
事
も
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
毒
海
関

か
ら
は
通
事
の
指
定
も
「
認
保
」
の
一
部
を
な
す
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
上
に
触
れ
た
よ
う
な
通
事
の
実
務
は
傍
線

部
②
～
㈲
の
手
続
に
不
可
分
で
あ
る
た
め
、
そ
の
責
任
は
卸
商
が
負
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
外
国
商
人
か
ら
見
れ
ば
、
通
事
と
外
洋
行
商

人
は
明
ら
か
に
機
能
を
異
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
傍
線
部
ω
の
等
質
頴
の
言
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
卑
海
関
当

局
に
対
し
て
は
貿
易
に
か
か
わ
る
通
事
の
存
在
は
す
べ
て
外
洋
行
商
人
、
よ
り
限
定
す
れ
ば
保
商
の
名
義
に
包
含
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
傍
線
部
㈲
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
外
国
船
出
港
後
の
「
微
税
」
と
は
、
以
上
の
考
察
で
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
は
取
引
1
1
徴

税
を
終
え
た
外
洋
行
に
よ
る
導
海
関
へ
の
諸
税
の
上
納
と
い
う
手
続
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
取
引
U

徴
税
を
納
税
に
変
換
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
。
外
洋
行
が
実
際
に
墜
海
関
に
納
税
す
る
さ
い
に
は
、
取
引
で
使
用
さ
れ
る
ド
ル
を
足
色
紋

銀
に
改
鋳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
3
表
で
は
改
鋳
に
要
す
る
経
費
は
外
洋
行
が
拍
除
す
る
税
額
の
一
部
と
し
て
計
上
さ

れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
外
洋
行
商
人
自
ら
改
鋳
に
従
事
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
轡
海
関
の
立
場
か
ら
は
多
く
の
場
合
「
外
洋
行
商
人
が
自
ら

改
鋳
し
納
税
す
る
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
が
「
外
洋
行
商
人
が
自
ら
〔
銀
〕
匠
を
み
つ
け
て
改
鋳
さ
せ
納
税
す
る
」
と

も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
外
国
人
か
ら
。
。
冒
○
ぬ
と
呼
ば
れ
た
改
鋳
業
者
は
確
か
に
別
に
存
在
し
て
い
た
が
、
た
ん
に
雇
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

9　（817）



税
銀
の
改
鋳
か
ら
由
ヴ
海
関
へ
の
納
入
ま
で
、
す
べ
て
外
洋
行
商
人
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
慣
行
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
広
東
貿
易
で
外
国
商
人
が
不
合
理
、
苦
痛
と
感
じ
た
独
占
や
附
加
税
は
、
こ
う
し
た
微
分
の
あ
り
方
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
た
現
象
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
鯉
海
関
が
諸
税
を
う
け
と
る
便
宜
の
た
め
、
微
税
目
取
引
の
場
で
あ
り
担
い
手
で
も
あ
る
外
洋
行
を
限
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
た
だ
ち
に
独
占
と
な
り
、
あ
ら
た
に
賦
課
金
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
容
易
に
外
洋
行
商
人
の
内
地
商
人
と
の
取
引
や
謬
海
関
へ
の

諸
税
申
告
・
上
納
の
過
程
に
繰
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
企
業
体
と
し
て
の
外
洋
行
が
倒
産
し
た
り
、
有
名
無
実
に
な
っ
て
、

取
引
が
そ
の
手
を
経
な
い
事
態
に
な
れ
ば
、
卑
海
関
は
諸
税
を
受
領
す
る
題
画
そ
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
外
洋
行
を
維
持
し
よ

う
と
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
独
占
や
附
加
税
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
何
よ
り
も
独
占
と
い

う
事
象
に
重
点
を
お
い
て
き
た
通
説
で
の
、
外
洋
行
が
「
外
国
貿
易
を
独
占
す
る
代
償
と
し
て
関
税
納
入
の
資
に
任
ず
る
」
と
い
っ
た
因
果
関

　
　
　
　
⑲

係
の
捉
え
方
は
、
根
本
か
ら
改
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
外
洋
行
の
空
洞
化
と
穆
海
関
当
局
に
よ
る
干
渉
は
現
実
に
起
こ
っ
て
い
た
問
題
で
あ
り
、
一
八
二
〇
年
代
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
顕
在
化
し
た
。

そ
れ
に
伴
っ
て
外
園
商
人
は
あ
い
つ
い
で
貿
易
条
件
の
改
善
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
る
が
、
彼
ら
と
て
も
根
底
か
ら
既
成
の
体
制
を
覆
そ
う
と
は
思

い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
一
八
二
八
年
、
ア
メ
リ
カ
商
人
は
「
洋
貨
店
」
と
の
取
引
を
円
滑
に
行
な
う
た
め
、
既
存
の
外
洋
行
と
は
別
に
、
「
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
ば
ら
ア
メ
リ
カ
と
取
引
す
る
」
外
洋
行
を
設
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
「
新
し
い
外
洋
行
」
の
介
在
を
前
提
と
し
て
考
慮

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
平
穏
す
べ
き
で
あ
る
。
世
盛
制
度
に
対
し
よ
り
批
判
的
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
商
人
は
翌
年
、

　
　
外
国
商
人
は
自
由
に
倉
庫
を
賃
借
し
て
自
ら
管
理
経
営
し
う
る
こ
と
、
外
国
人
に
保
商
を
立
て
る
必
要
の
な
き
こ
と
、
外
洋
行
商
人
な
い
し
遜
事
の
仲
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
を
経
ず
に
税
を
現
金
で
支
払
う
べ
き
こ
と
。

と
要
求
し
て
い
る
。
三
つ
の
事
柄
が
併
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
徴
税
の
構
造
に
鑑
み
れ
ば
、

こ
の
三
者
は
決
し
て
管
掌
の
も
の
で
は
な
く
内
的
な
連
関
を
有
す
る
一
事
で
あ
る
。
保
商
制
度
を
廃
止
す
る
に
は
、
倉
庫
の
限
定
と
税
支
払
の

仲
介
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
一
体
の
も
の
と
し
て
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
実
現
さ
せ
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る
と
な
る
と
、
無
税
で
貿
易
を
行
う
の
で
な
け
れ
ば
、
諸
税
受
領
の
手
段
が
失
わ
れ
る
磨
海
関
の
立
場
を
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
南
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

条
約
の
交
渉
で
外
洋
行
商
人
の
納
税
を
そ
の
ま
ま
領
事
に
よ
っ
て
代
替
せ
し
め
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
提
議
は
こ
こ
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
発
想
に
も
そ
れ
ま
で
の
徴
税
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

、
勲
　
拙
稿
「
清
代
・
讐
海
聞
の
徴
税
機
構
　
　
保
磁
側
度
を
中
心
と
し
て
…
一
漏
職
史

　
林
』
第
七
五
巻
第
汎
号
、
↓
九
九
二
年
号

②
　
　
駈
前
任
柵
工
『
鳴
海
…
岡
目
心
』
巻
一
五
、
　
「
奏
描
略
一
一
」
、
　
胃
ハ
…
八
。

③
　
事
事
鯉
編
『
三
見
夷
務
始
末
捕
遣
』
、
全
八
冊
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八

　
八
年
、
道
光
朝
第
二
冊
、
頁
二
〇
一
、
に
引
く
「
防
範
夷
人
工
程
」
の
第
七
条
。

　
囲
8
¢
コ
．
鑑
。
話
p
賦
ぎ
O
ミ
。
｝
、
ミ
舞
勲
、
ミ
為
翁
馬
N
ミ
畑
＾
帽
ら
。
ミ
》
ミ
蔓
日
、
き
ミ
｝
嬬

　
ミ
O
ミ
噛
、
3
ま
鶏
農
稚
き
切
く
O
ξ
”
ち
ト
こ
9
δ
皿
P
く
O
ド
紳
や
り
メ
「
輪
保
」
を
め

　
ぐ
っ
て
は
、
し
ば
し
ば
東
イ
ン
ド
会
社
と
外
洋
行
・
樽
海
関
当
局
の
問
で
争
菰
劇
し
一

　
な
っ
て
い
た
（
、
ミ
ヘ
ニ
ワ
這
P
許
地
山
編
『
達
類
集
』
、
一
九
コ
八
年
初
版
、
龍

　
門
仕
口
店
、
　
一
九
六
九
年
、
胃
四
二
〇
〇
、
　
二
〇
七
、
　
を
参
昭
崩
）
。

④
叢
自
。
，
ρ
ミ
・
・
ミ
・
こ
）
・
圃
凱
・
ソ
咽
・
O
掃
①
暮
①
茜
ぎ
ミ
、
悪
S
ミ
悉
へ
～
ミ
こ
ミ
ミ
・
一

　
ミ
、
奏
ミ
寒
こ
ミ
賊
き
？
、
偽
も
、
9
三
一
活
£
ρ
む
窃
｝
二
冒
【
紹
．

◎
9
刃
レ
ぎ
三
ω
2
！
嵐
ら
ミ
｝
～
暑
ら
ミ
ミ
ミ
薯
、
9
ミ
㌧
§
、
急
恥
、
、
｝
砧
ミ
へ
、

　
（
、
。
ミ
ミ
ミ
ミ
、
ミ
ヘ
ミ
物
苦
＜
“
ヘ
ミ
鳶
｝
ミ
蝕
、
曵
．
ミ
ミ
㌧
こ
奪
、
ミ
．
〔
マ
曜
三
〇
一
ご

　
一
G
。
も
。
・
胴
．
7
H
N

輝
前
掲
『
聴
海
関
志
』
巻
一
五
、
「
声
言
二
」
、
頁
｝
九
。
と
。
「
憂
9
ご
ミ
・
．
偽
、
、
’
鳩

　
ワ
・
一
、
r
に
も
、
「
輸
声
量
は
支
払
期
日
に
な
る
と
ま
も
な
く
納
入
さ
れ
て
し
ま
う

　
の
で
、
年
間
総
額
の
一
覧
炎
は
得
ら
れ
な
い
」
と
あ
る
。

⑦
　
た
と
え
ば
、
〉
．
寓
㌻
夢
霧
。
ジ
ミ
霜
卜
睦
。
℃
o
a
＝
α
q
。
5
物
①
ダ
◎
。
弘
Q
。
昏
。
。
、
6
ミ
ミ
逡

　
謁
§
量
、
8
、
噛
1
、
o
｝
・
｝
鈍
裟
ρ
N
辞
げ
」
。
。
轟
｝
ソ
O
ρ
佐
々
木
琴
哉
編
醐
、
鴉
片

　
戦
争
h
朋
山
点
央
」
父
私
讐
又
隆
口
』
、
…
厳
粛
…
堂
、
　
｝
・
九
六
七
年
、
　
聯
∵
じ
、
　
一
四
四
…
頁
。

⑧
　
佐
々
木
編
前
掲
書
、
　
一
二
七
頁
。
「
疋
額
」
と
は
束
イ
ン
ド
会
社
の
記
録
に
見
え

　
る
8
三
養
9
8
ρ
、
「
押
冬
」
は
三
叫
二
。
二
霧
に
報
饗
す
る
。
以
上
に
見
え
る
前

　
貸
を
伴
な
っ
た
茶
の
契
約
取
引
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
酔
醒
大
「
中
M
困
輸
繊
茶
の
生

　
産
構
造
　

ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
お
け
る
　

」、

ｯ
『
中
国
近
代
工
業
史
の
研
究
』
、

　
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
一
年
・
、
　
一
二
〇
～
一
二
八
頁
、
参
照
。
な
お
、
外
洋
行

　
と
「
茶
客
」
と
の
契
約
の
具
体
例
は
、
菊
。
σ
¢
詳
Ω
再
説
①
＝
帥
＼
、
盛
6
＞
コ
8
帰
）
2
ぎ
5

　
0
≧
ε
＝
縫
雪
、
同
「
盆
⑦
”
労
o
g
耳
づ
。
話
℃
¢
o
け
一
〈
o
㌔
．
．
㌧
ぎ
ミ
貯
ミ
曽
㌶
馬
愛
ミ
、
鴨
ン
δ
一
’

　
・
節
累
。
．
田
島
り
つ
。
Q
。
二
）
℃
．
卜
⊃
の
Φ
1
卜
。
O
メ
所
載
の
「
議
為
事
単
（
議
単
）
」
、
お
よ
び
ω
‘

　
瞬
W
三
肖
L
h
と
誉
、
ミ
ミ
ゆ
、
、
ミ
9
ヘ
ミ
雪
ミ
、
§
ミ
ミ
』
誉
ミ
》
、
ミ
M
爆
ミ
，
§
亀
㍉
と

　
6
ミ
｝
ミ
℃
U
9
乙
9
ご
一
。
。
㌫
。
。
凹
凹
）
．
し
。
。
。
一
。
参
照
。

⑨
佐
々
木
編
前
掲
茜
、
　
四
四
～
一
四
五
員
。

⑩
　
前
掲
『
嚇
海
関
志
』
巻
一
一
、
「
税
則
四
」
、
頁
一
、
と
。
三
九
9
ご
号
し
こ
こ
鷲
）
噛

　
㏄
7
Q
。
呼
佐
々
木
正
哉
「
輿
．
海
関
の
随
規
」
『
東
洋
学
報
』
死
霊
四
巻
第
一
・
工
・

　
三
・
四
合
併
号
、
一
九
五
二
年
、
参
照
。

倉
皇
註
⑨
。

要
　
O
門
。
剛
二
写
一
露
ヲ
【
》
〔
三
【
購
μ
三
2
岬
3
「
い
、
閂
U
ε
o
蚕
、
～
§
ミ
、
＼
ミ
こ
、
ミ
曾
、
ら
窺

　
（
、
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
、
ミ
、
§
、
恕
ミ
ト
。
ミ
恥
昌
泰
。
、
ミ
ミ
、
o
㌧
ミ
ミ
鳶
㌧
ミ
。
、
ミ

　
》
．
馬
徳
ミ
9
ミ
鳥
ミ
、
ミ
習
癖
州
二
物
蔓
、
井
野
亀
、
ミ
ミ
O
§
、
㌧
ミ
～
い
一
い
ミ
ミ
噛
ミ
。

　
、
ξ
S
｝
ミ
紬
昏
ミ
～
竃
ミ
9
§
瓠
し
d
嚇
、
、
、
ミ
き
ミ
馬
為
蕊
～
N
謡
ミ
偽
恥
ミ
ミ
O
ミ
“
ミ
～
画
ミ
ミ

　
、
ミ
ミ
㍉
ミ
ミ
自
ミ
ト
冑
ミ
丸
ミ
§
、
幕
ミ
尊
魯
鳶
野
馬
O
o
｝
ミ
ミ
ミ
＄
○
。
習
一
団
一
Q
。
ω
ρ

　
マ
臨
μ
〉
■
ン
H
舞
冨
。
・
o
富
”
ミ
ミ
．
ε
一
）
g
二
型
。
ご
舅
。
σ
．
。
。
し
。
。
膳
ω
㌔
O
ミ
着
題

　
㍉
～
魯
象
、
ミ
ざ
ノ
、
o
一
」
卜
。
、
Z
ρ
卜
。
ヤ
「
筈
」
。
。
お
讐
剛
）
」
㊤
。
。
“

⑬
野
貫
導
・
ミ
ニ
や
鍵
、
鴛
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⑭
前
掲
拙
穂
、
八
八
頁
。

⑯
　
≧
。
霞
ぎ
嵩
㌧
§
．
ミ
．
こ
）
℃
・
嵩
占
9
／
ぐ
．
O
」
蓄
蔵
び
§
馬
、
碁
ζ
肉
ミ
～
㌦

　
ミ
G
§
馬
§
曾
建
干
8
鳶
窺
電
b
斜
穂
ひ
謎
錠
－
謎
ミ
噛
ピ
。
壼
o
p
一
。
。
。
。
爬
も
マ
9
凸
ω
㌧

　
り
c
o
l
㊤
㊤
’

⑯
例
え
ば
、
痩
地
由
編
前
掲
書
、
頁
一
九
四
。
た
だ
し
絶
無
で
は
な
か
っ
た
こ
と

　
は
、
次
震
旦
①
所
芸
文
を
参
照
。

⑰
寓
。
三
章
。
夢
。
》
ミ
．
も
．
一
蒔

⑱
『
宮
中
描
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
三
輯
、
台
北
、
故
筥
博
物
院
印
刊
、
一
九
八
四

　
年
、
頁
五
六
四
、
三
四
一
。
嘉
慶
一
九
（
一
八
一
三
）
年
の
両
広
総
督
蒋
故
鈷
ら

　
の
奏
摺
に
も
、
外
洋
行
商
人
自
ら
の
改
鋳
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
代
わ
る
輿
海
関

　
官
銀
号
の
設
立
を
提
議
し
て
い
る
（
『
清
代
外
交
史
料
』
噌
舷
慶
朝
四
、
頁
～
八
）
が
、

　
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

⑲
佐
々
木
正
哉
「
イ
ギ
リ
ス
と
中
園
」
、
榎
一
雄
編
『
西
洋
文
明
と
東
ア
ジ
ア
』
、

　
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
四
三
六
頁
．
ま
た
、
同
様
の
捉
え
方
を
す
る
代
表
的
な

　
研
究
と
し
て
、
同
「
三
代
広
東
の
行
商
馬
偏
に
つ
い
て
一
そ
の
独
占
型
態
の
考

　
察
1
『
駿
台
史
学
』
策
六
六
号
、
　
一
九
八
六
年
、
田
中
正
俊
「
中
国
社
会
の
解

　
体
と
ア
ヘ
ン
戦
争
」
、
同
『
中
国
近
代
経
済
史
研
究
序
説
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
九
七
三
年
、
一
一
三
頁
、
を
も
併
照
。
多
か
れ
少
な
か
れ
通
説
に
ほ
ぼ
共
通
す

　
る
こ
う
し
た
視
点
は
、
そ
も
そ
も
モ
ー
ス
（
＝
o
G
億
。
麟
騎
巴
δ
罵
竃
。
毎
①
）
の
枠
組
に

　
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
七
〇
買
、
に
ご
く
簡

　
単
に
で
は
あ
る
が
触
れ
て
お
い
た
。

⑳
前
掲
拙
稿
、
九
一
～
九
四
頁
。

⑳
竃
9
ω
。
㌧
ミ
・
・
ミ
‘
＜
。
ド
鳶
㌧
竈
」
O
。
。
b
嵩
ρ

⑫
　
き
ミ
こ
や
ト
⊃
8
．

⑬
　
前
掲
拙
稿
、
九
七
～
九
八
頁
。
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二
　
南
京
条
約
前
後
の
徴
税
機
構

　
前
節
で
描
い
た
よ
う
な
卑
海
関
の
微
雨
は
い
わ
ば
原
則
的
な
も
の
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
個
々
の
場
合
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
例
外
的
事
例

が
あ
り
、
ま
っ
た
く
固
定
的
に
運
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
さ
い
原
則
的
な
あ
り
方
に
ま
で
公
式
に
改
変
が
加

え
ら
れ
た
と
は
な
お
さ
ら
思
え
な
い
。
原
則
そ
の
も
の
に
関
わ
る
変
容
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
七

八
二
年
の
時
点
で
す
で
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
輸
入
贔
の
滞
貨
に
よ
る
納
税
遅
滞
は
、
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
年
を
逐
っ
て
貿
易
量
が
増
加

す
る
に
つ
れ
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
一
八
三
一
年
、
前
年
の
両
広
総
督
と
惨
海
関
監
督
の
提
議
に
従
い
、
以
下
の
よ

う
な
措
置
が
認
可
さ
れ
た
。

　
　
癸
巳
の
（
一
八
三
三
）
年
よ
り
、
輪
入
貨
物
は
、
外
国
船
の
貨
物
検
査
が
お
わ
っ
た
日
に
、
保
商
と
通
事
に
命
じ
、
ど
の
貨
物
が
す
で
に
い
ず
れ
の
外
洋

　
　
行
に
買
い
と
ら
れ
た
か
、
ど
の
貨
物
が
ま
だ
売
れ
て
い
な
い
か
、
を
あ
ら
か
じ
め
調
べ
て
報
告
さ
せ
る
。
す
で
に
売
れ
た
貨
物
は
〔
買
い
と
っ
た
〕
外
洋



清宋魁海関の展開（岡本）

行
商
人
が
納
税
し
、
ま
だ
売
れ
て
い
な
い
貨
物
は
外
国
商
人
が
税
を
支
払
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
行
な
う
べ
く
、
外
洋
行
商
人
に
銀
を
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

保
商
が
代
わ
っ
て
納
税
す
る
こ
と
と
す
る
。
外
国
商
人
は
バ
！
タ
…
取
引

一
七
八
二
年
に
輸
出
貨
物
の
納
税
方
法
が
改
め
ら
れ
た
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
取
引
す
る
外
洋
行
商
人
が
徴
税
を
同
時
に
行
な

っ
て
謬
海
関
へ
の
納
税
に
当
た
る
と
い
う
点
で
は
輸
出
入
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
お
い
て
、
輸
入
貨
物
に
つ
い
て
は
実

際
に
税
を
支
払
う
者
が
外
国
商
人
で
も
あ
り
う
る
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
規
定
に
付
さ
れ
た
「
ま
だ
売
れ
て
い
な
い
貨
物
」
と
い
う
限
定
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
当
時
の
取
引
慣
行
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

茶
を
中
心
と
す
る
輸
出
の
額
に
応
じ
て
一
定
の
輸
入
贔
を
引
き
受
け
る
バ
ー
タ
ー
基
調
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
輸
出
貨
物
を
調
達
す
る
の
が

外
洋
行
商
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
輸
入
貨
物
を
外
国
商
人
か
ら
引
き
受
け
る
の
も
や
は
り
外
洋
行
商
人
と
な
る
。
「
ま
だ
売
れ
て
い
な
い
」
と
い

う
の
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
取
引
が
成
立
せ
ず
、
外
洋
行
商
人
が
ま
だ
引
き
受
け
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
讐
海
関
へ
の
納
税
に
当
た
る
外
洋
行
商
人
が
引
き
受
け
な
け
れ
ぼ
、
実
際
に
は
他
の
商
人
に
売
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
「
ま
だ
売
れ

て
い
な
い
」
範
疇
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
外
国
商
人
へ
の
輸
出
貨
物
調
達
を
外
洋
行
商
人
に
限
定
す
る
と
い
う
前
提
が
取
り

除
か
れ
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
実
際
に
バ
ー
タ
ー
取
引
が
行
な
わ
れ
て
も
、
輸
出
品
の
調
達
は
特
定
の
商
人
に
限
ら
れ

な
い
た
め
、
尊
書
品
が
「
す
で
に
売
れ
た
」
か
ど
う
か
を
逐
一
捕
捉
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
専
海
関
で
は
一
律
に
「
ま
だ
売
れ
て
い
な
い
」

範
疇
に
入
れ
て
処
理
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
。
か
く
し
て
輸
入
税
は
、
す
べ
て
外
国
商
人
が
支
払
う
と
い
う
手
続
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
噂
海
関
の
微
税
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
外
洋
行
商
人
の
廃
止
を
定
め
た
南
京
条
約
第
五
条
は
そ
う
し
た
意
義
し
か
も
ち
え
な
か
っ
た
。
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
、
外
国
商
人
が
「
旧
〔
外
洋
行
商
人
〕
を
舎
て
新
〔
し
い
商
人
〕
に
趨
ろ
う
と
は
し
な
い
」
と
の
言
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
条
約
締

結
の
前
後
に
か
け
て
広
東
で
の
取
引
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
一
八
四
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
「
輸
入
貿
易
の
増
減
は
輸
出
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
よ
り
定
め
ら
れ
、
前
者
の
存
在
も
ま
っ
た
く
後
者
次
第
で
あ
る
偏
と
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
輸
出
本
位
の
パ
…
タ
ー
を
基
調
と
す
る
取
引

の
形
態
は
変
っ
て
い
な
い
。
そ
の
取
引
に
お
い
て
も
、
「
茶
栽
培
老
お
よ
び
茶
製
造
老
に
契
約
を
交
わ
し
て
前
貸
を
な
し
う
る
大
資
本
を
有
す
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る
の
み
な
ら
ず
、
多
量
の
イ
ギ
リ
ス
製
黒
を
売
り
捌
く
に
足
る
広
範
な
信
摺
と
、
古
来
固
定
し
容
易
に
は
変
わ
ら
な
い
取
引
ル
ー
ト
」
を
掌
握

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
旧
外
洋
行
商
人
が
な
お
「
斎
場
で
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
続
け
る
」
と
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
条
約
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
要
求
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
外
国
人
は
倉
庫
を
賃
借
で
き
な
い
…
…
〔
輸
入
貨
物
の
〕
実
際
の
買
い
手
が
倉
庫
の
所
有
者
と
保
管
に
要
す
る
す
べ
て
の
費
、
用

　
　
　
⑥

を
定
め
て
」
お
り
、
そ
う
し
た
倉
庫
も
主
要
な
も
の
は
旧
外
洋
行
商
人
の
所
有
で
あ
っ
た
。
輸
出
貨
物
の
大
宗
た
る
茶
の
調
達
で
も
、
取
引
の

揚
と
な
る
倉
庫
で
も
、
条
約
以
前
と
事
態
が
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
以
上
、
輸
出
貿
易
で
依
然
と
し
て
取
引
が
な
さ
れ
る
ご
と
に
税
額
分
を
釦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

除
す
る
と
い
う
一
七
八
二
年
の
決
定
以
来
の
慣
行
が
行
な
わ
れ
、
外
圏
商
人
は
「
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
中
国
商
人
が
税
の
支
払
い
を
済
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

せ
て
か
ら
船
内
で
ひ
き
わ
た
偏
さ
れ
る
輸
出
品
を
購
入
し
て
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
に
よ
る
法
的
な
外
洋
行
商
人

限
定
の
撤
廃
は
、
少
な
く
と
も
謬
海
関
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
外
洋
行
商
人
が
輸
入
品
を
引
き
受
け
な
い
、
と
い
う
読
み
か
え
範
囲
の
拡
大
に
す

ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
条
約
以
前
で
は
、
輸
入
税
を
外
国
商
人
が
支
払
う
場
合
、
導
・
海
関
へ
の
諸
税
上
納
の
手
続
が
既
存
の
あ
り
方
と
螺
齢
を
き
た
さ
な

い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
「
保
商
が
代
わ
っ
て
納
税
す
る
し
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
四
三
年
、
五
港
通
商
章
程
第
一
五
条
で
保
商

の
廃
止
が
規
定
さ
れ
た
。
最
初
イ
ギ
リ
ス
側
が
考
慮
し
て
い
た
保
商
を
代
替
す
る
領
事
に
よ
る
納
税
は
、
全
権
ポ
テ
ィ
ソ
ジ
ャ
ー
（
ω
騨
ぼ
・
・
旨
《

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

男
。
薮
コ
σ
q
Φ
冠
）
が
否
認
し
、
条
約
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
領
事
は
自
国
船
舶
の
出
入
港
を
管
理
し
、
自
国
の
商
人
が
規
定
ど
お
り
納

税
を
す
ま
せ
た
か
ど
う
か
確
認
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
外
国
商
人
は
保
商
の
仲
介
が
な
く
な
っ
て
、
自
ら
あ
ら
ゆ
る
納
税
の
手
続
を

し
た
の
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
取
引
と
不
可
分
で
あ
っ
た
徴
税
を
轡
海
関
へ
の
納
税
に
変
換
す
る
役
割
は
、
外
洋
行
商
人
も
し
く
は
保
商
の
名

義
の
も
と
で
、
実
際
に
は
通
事
と
銀
匠
が
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
は
輪
入
で
「
保
商
が
代
わ
っ
て
納
税
す
る
」
場
合
に
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

条
約
締
結
の
の
ち
に
も
、
こ
の
両
者
は
そ
れ
ま
で
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
維
，
持
し
つ
つ
、
さ
ら
に
活
動
の
範
閉
を
拡
げ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
銀
匠
は
税
銀
を
う
け
と
り
改
鋳
に
当
た
る
た
め
、
海
関
銀
号
を
紐
識
し
て
納
税
の
窓
欝
と
な
っ
て
い
る
。
通
事
に
つ
い
て
は
、
や
や
時
代
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清宋勇海関の展開（悶本）

は
下
る
が
パ
ー
ク
ス
（
口
錠
受
ρ
膨
窪
落
ω
）
に
よ
る
活
動
の
描
写
が
あ
る
。

　
　
通
事
は
外
国
商
社
に
常
勤
で
雇
用
さ
れ
る
場
合
と
船
一
隻
ご
と
に
そ
の
事
務
を
行
な
う
べ
く
履
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
…
…
後
者
の
場
合
、
…
…
も
し
〔
輸

　
　
入
〕
貨
物
が
六
〇
〇
〇
梱
か
ら
な
っ
て
お
り
、
通
寮
が
勢
海
関
に
こ
れ
を
三
〇
〇
〇
梱
だ
と
申
告
す
る
と
、
外
国
人
荷
受
人
は
お
そ
ら
く
貨
物
全
体
が
四

　
　
〇
〇
〇
梱
で
通
論
す
る
と
告
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
荷
受
人
は
こ
れ
に
従
っ
て
、
こ
の
量
に
課
せ
ら
れ
る
税
率
表
断
定
の
関
税
を
偽
り
な
く
海
関
銀
号
に

　
　
支
払
う
。
そ
し
て
海
関
銀
鼠
と
通
事
は
三
〇
〇
〇
梱
に
あ
た
る
税
率
表
所
定
の
関
税
が
支
払
わ
れ
た
と
・
導
海
関
に
報
告
す
る
。
こ
の
三
〇
〇
〇
梱
と
は
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
と
も
と
彼
ら
が
そ
の
船
の
貨
物
す
べ
て
だ
と
申
告
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
そ
の
差
額
を
着
服
す
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
外
国
商
人
は
欝
ら
関
税
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
金
銭
の
納
付
の
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
外
国
船
が
黄
捕
に
停
泊

し
、
は
し
け
に
貨
物
を
積
み
換
え
て
広
州
の
倉
燦
に
搬
入
す
る
と
い
う
手
続
が
変
わ
ら
な
い
以
上
、
そ
の
過
程
で
は
し
け
調
達
、
書
類
作
製
、

野
梅
定
な
ど
に
墨
た
っ
て
き
た
遁
事
の
役
割
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
に
と
っ
て
条
約
以
後
も
な
お
便
利
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
代
替
が
見
い
だ
せ

る
は
ず
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勢
海
関
へ
の
納
税
に
関
わ
る
事
務
は
、
通
事
が
逐
次
外
国
商
社
か
ら
依
頼
を
う
け
て
一
手
に
行
な
う
よ
う
に

な
る
の
も
必
然
的
な
な
り
ゆ
き
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
、
外
国
商
人
の
納
税
を
監
視
す
べ
き
領
事
館
に
対
す
る
事
務
手
続
を
彼
ら
が
引
き
受
け

⑫る
の
も
や
は
り
当
然
で
あ
ろ
う
。
通
事
と
海
関
銀
号
は
そ
の
存
在
を
蔽
っ
て
い
た
保
商
の
名
義
が
条
約
で
な
く
な
っ
て
、
独
立
し
た
組
織
と
し

て
表
面
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
輸
入
で
の
保
商
の
代
納
と
い
う
手
続
は
、
彼
ら
の
納
税
手
配
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
と
り
わ
け
通
事
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
通
関
事
務
の
輕
断
は
、
往
々
に
し
て
脱
税
の
温
床
と
み
な
さ
れ
、
パ
ー
ク
ス
の
雷
に
限
ら
ず
言
及
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
の
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
取
引
さ
れ
る
貨
物
の
数
量
に
照
ら
し
た
税
率
表
の
実
施
と
い
う
点
か

ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
脱
税
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
京
条
約
第
一
〇
条
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
一
、
公
平
・
正
規
な
（
h
帥
貯
窪
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

器
σ
q
巳
母
）
」
税
率
は
、
清
朝
側
か
ら
「
裁
正
帰
公
」
「
改
正
帰
止
偏
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
条
約
以
前
の
鰺
海
関
に
お
け
る
附
加
税
の

項
鼠
を
除
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
附
加
税
に
は
通
事
や
海
関
贈
号
の
経
費
や
利
益
の
み
な
ら
ず
、
輿
、
海
関
衙
門
の
構
成
員
た
る
監
督
、

家
人
、
脊
吏
、
衙
役
の
収
入
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
く
な
れ
ば
、
新
た
な
収
入
源
が
な
い
か
ぎ
り
や
は
り
徴
税
の
過
程
で
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補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
パ
ー
ク
ス
ら
が
捉
え
る
脱
税
と
は
、
こ
う
し
た
附
加
税
分
の
収
入
を
補
填
し
よ
う
と
す
る
に
付
随
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
ら
わ
れ
て
き
た
現
象
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば
附
加
税
の
除
去
が
転
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
男
海
関
へ
の
申
告
・
納
税
は
、
虚

偽
の
貨
物
量
で
あ
れ
税
率
表
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
領
事
館
へ
の
報
告
と
は
必
ず
帳
尻
が
合
わ
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
「
普
通
イ
ギ
リ
ス
や
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

国
で
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
密
輸
は
広
東
に
お
い
て
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
」
か
っ
た
の
で

あ
り
、
必
ず
し
も
秩
序
を
乱
す
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
世
界
で
広
東
ほ
ど
大
規
模
な
貿
易
が
外
国
人
に
と
っ
て
た
や
す

く
行
な
わ
れ
て
い
る
港
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
便
宜
の
多
く
は
外
国
人
が
謬
海
関
に
立
ち
入
れ
ず
、
通
事
が
そ
こ
で
必
要
な
事
務
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
執
り
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
寒
海
関
で
の
西
洋
貿
易
に
対
す
る
徴
税
が
、
従
前
の
取
引
と
不
可
分
な
構
造
か
ら
徐
々
に
分
化
し
て
き
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
あ
え
て
そ
の
画
期
を
求
め
る
と
な
る
と
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
一
八
三
〇
年
代
初
め
に
輸
出
と
輸
入
で
徴
税
方
法
が
分
岐

し
始
め
た
時
に
置
か
ざ
る
を
え
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
武
力
を
背
景
に
し
た
条
約
は
、
清
朝
当
局
に
対
し
て
は
そ
れ
な
り
の
規
制
力
を
有
し
た
も

の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
本
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
く
、
外
洋
行
商
人
も
し
く
は
保
商
に
集
約

さ
れ
て
い
た
徴
税
や
納
税
の
責
任
・
名
義
と
い
う
外
被
を
取
り
去
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
旧
外
洋
行
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
商
人
の
輸

出
税
支
払
や
通
事
の
納
税
手
配
は
、
条
約
を
奉
ず
る
イ
ギ
リ
ス
当
局
者
に
と
っ
て
奇
異
で
あ
り
憂
慮
す
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
潜
在

し
て
い
た
も
の
が
顕
現
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
取
引
の
全
体
的
な
枠
組
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
即
し
て
構
成
さ
れ
た
徴
税
の
あ
り
方

も
に
わ
か
に
変
化
を
生
ず
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
『
嬉
海
関
志
』
巻
一
五
、
「
奏
課
二
」
、
頁
二
五
～
三
～
。

②
蒋
廷
献
編
前
掲
『
簿
辮
夷
務
始
末
補
遺
』
、
道
光
朝
第
四
冊
、
七
〇
頁
。
ま
た
、

　
『
簿
辮
夷
務
始
宋
』
道
光
朝
、
巻
六
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清末噂海関の農開（岡本）

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
取
引
の
枠
組
そ
の
も
の
が
一
八
五
〇
年
代
に
な
っ
て
明
ら
か
に
変
動
を
始
め
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
全
中
国
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
の
貿
易
構
造
の
変
化
は
、
す
で
に
周
知
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
省
略
に
従
う
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
広
東
に
あ
ら
わ
れ
た
現
象
に
は
い

さ
さ
か
蛇
足
を
つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
取
引
と
血
税
の
構
成
要
素
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま

一
つ
は
一
八
五
〇
年
代
に
入
り
新
た
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
事
象
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
八
四
〇
年
代
も
末
に
な
る
と
、
広
東
の
茶
輸
出
に
は
旧
外
洋
行
商
人
と
は
別
に
、
か
な
り
の
数
の
新
た
な
茶
商
人
が
参
入
し
て
お
り
、
「
新

誌
が
林
立
」
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
脅
威
を
覚
え
た
旧
外
洋
行
商
人
が
一
八
四
九
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
当
局
に
請
願
し
た
結
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　第1図広州，上海，福州からの茶輸出

単位1工GO万重量ポンド
　　　　　　　　　　　　　　　　上海

　　　　　　　　　　　　・……・・広州

　　　　　　　　　　　　一一一一三州

！　ハvノ〉＼’ノ

_バ＼・ノ．…
　　t一　ct　ti　一一一

　　ゾ｝

100

50

ユ850　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ855　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ860

盛典：宮珀道昭「清末における外国貿易吊流逓機構の一
　　　考察」，80頁。

福
州
が
登
場
し
て
か
ら
は
、
そ
う
し
た
動
き
が
上
海
と
福
州
の
間
に
移
り
、
広
州
は
独
自
の
動
向
と
な
る
。

だ
せ
る
の
は
、
福
建
、
安
徽
、
江
西
一
帯
の
産
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
お
よ
そ
八
○
○
○
万
～
一
億
ポ
ン
ド
の
茶
を
上
海
と
広
州
あ
る
い
は
芸
州

が
争
奪
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
主
要
茶
産
地
の
一
定
墨
の
パ
イ
争
奪
か
ら
広
州
が
ほ
ぼ
離
脱
し

て
い
る
の
も
あ
わ
せ
て
み
て
と
れ
よ
う
。
一
八
五
六
年
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
報
告
が
湖
南
産
の
茶
を
い
う
だ
け
で
た
え
て
福
建
方
面
に
論
及
し

　
⑤

な
い
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
広
州
独
自
の
動
向
は
湖
南
茶
の
輸
出
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
条
約
以
後
も
旧
外
洋
行
商
人
が
広
東
の

取
引
で
優
位
を
保
て
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
福
建
方
面
の
茶
買
付
ル
ー
ト
に
有
し
て
い
た
影
響
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
ル
ー
ト
そ
の
も
の
が
五
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
衰
微
し
て
し
ま
い
、
福
建
方
面
産
出
の
茶
が
出
な
く
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
旧
外

果
、
彼
ら
の
倉
庫
の
み
を
官
許
扱
い
と
し
て
、
す
べ
て
の
茶
商
は
「
茶
桟
」
も

し
く
は
「
官
桟
」
と
呼
ば
れ
た
そ
の
倉
庫
に
茶
を
お
さ
め
、
旧
外
洋
行
商
人
は

茶
一
〇
〇
斤
の
保
管
料
五
銭
か
ら
「
茶
用
」
二
銭
を
当
局
に
納
付
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
③

制
度
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
茶
用
」
徴
税
は
、
当
初
よ
り
英
米
が
抗
議
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

引
き
続
き
一
八
五
四
年
の
条
約
改
訂
交
渉
の
案
件
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
、
少

な
く
と
も
そ
れ
ま
で
は
こ
の
制
度
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
五
〇

年
代
の
前
半
に
は
、
企
業
と
し
て
の
旧
外
洋
行
は
そ
の
優
位
を
脅
か
さ
れ
な
が

ら
も
、
な
お
茶
取
引
や
倉
庫
業
で
の
実
体
は
保
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

、
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
茶
の
輸
出
を
め
ぐ
る
推
移
は
、
別
の
角
度
か
ら
も
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
。
第
1
図
は
一
八
五
〇
年
代
に
お
け
る
各
港
の
茶
輸
出
量
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
前
半
で
は
広
州
と
上
海
が
相
反
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
反
す
る
動
き
か
ら
容
易
に
見
い
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清宋嬉海関の展開（周本）

洋
行
商
人
の
勢
力
減
退
を
そ
こ
に
想
定
す
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
σ
湖
南
茶
の
買
付
が
旧
外
洋
行
商
人
で
は
な
く
、
新
た
に
参
入
し
た
茶
商
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
も
っ
と
に
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
を
考
え
あ
わ
せ
つ
つ
、
旧
外
洋
行
商
人
が
広
東
貿
易
か
ら
姿
を
消
す
時
期
の
特
定
を
試
み
よ
う
。
広
葉
一
港
貿
易
時
代
の
一
八
三
四
年

に
モ
リ
ソ
ソ
（
｝
o
ζ
界
寓
。
巳
ω
o
昌
）
が
編
纂
し
て
以
来
、
中
国
貿
易
の
至
便
の
手
引
書
と
な
っ
た
6
ミ
ミ
総
O
o
§
ミ
ミ
鼠
ミ
O
o
亀
§
は
、
ア

メ
リ
カ
人
宣
教
師
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
「
（
ω
．
毛
亀
ω
毛
巳
す
ヨ
ω
）
の
手
も
加
わ
っ
て
都
合
五
回
版
を
重
ね
て
お
り
、
広
東
の
貿
易
に
つ
い
て
も
詳
細

な
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
人
の
編
集
に
係
る
一
八
四
四
年
版
の
重
版
た
る
第
三
版
（
一
八
四
八
年
）
と
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
が
改
訂
し
た
一
八

五
六
年
の
第
四
版
の
記
述
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。
後
者
は
前
者
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
編
纂
物
の
性
格
と
し
て
実
務
に
変

更
が
あ
れ
ば
修
正
は
免
れ
な
い
た
め
、
後
者
に
施
さ
れ
た
改
訂
や
増
補
に
よ
っ
て
取
引
に
起
こ
っ
た
変
化
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
第
三
版
は
、
南
京
条
約
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
貿
易
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
関
税
の
支
払
に
つ
い
て
、
「
旧
外
洋
行
商
人
に
と
っ
て
き

わ
め
て
満
足
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
（
日
轟
け
げ
⑦
窯
σ
q
げ
蔓
。
。
薮
。
・
h
8
仲
。
曙
ぎ
昏
①
。
δ
げ
8
σ
q
白
2
。
財
窪
富
）
」
と
記
す
が
、
こ
の
文
は
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

版
で
、
「
島
外
洋
行
制
度
よ
り
も
著
し
く
改
善
さ
れ
て
い
る
（
δ
σ
・
器
黒
ぎ
鷲
・
＜
§
Φ
募
。
口
跨
。
。
冠
8
山
。
護
超
ω
8
B
）
」
と
書
き
改
め
ら
れ

て
い
る
。
第
三
版
は
旧
外
洋
行
商
人
を
現
に
存
在
す
る
も
の
と
見
て
、
彼
ら
と
条
約
に
墓
つ
く
は
ず
の
広
菓
貿
易
の
関
わ
り
を
同
時
的
に
扱
う

の
に
対
し
、
第
四
版
で
は
外
洋
行
そ
の
も
の
を
過
ぎ
去
っ
た
存
在
と
し
て
、
当
時
の
貿
易
体
制
と
時
系
列
的
に
対
比
す
る
趣
き
が
あ
り
、
こ
う

し
た
改
訂
は
随
処
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
よ
り
直
戯
に
は
、
第
三
版
が
「
も
っ
と
も
大
き
な
茶
の
仲
買
人
し
た
る
富
裕
な
旧
外

洋
行
商
人
を
「
そ
の
地
位
・
影
響
力
・
名
声
に
よ
っ
て
重
要
商
品
の
市
場
を
ほ
ぼ
支
配
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
し
た
部
分
は
、
第
四
版
で
は

そ
の
前
後
す
べ
て
が
削
除
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
「
す
べ
て
の
旧
外
洋
行
商
人
、
お
よ
び
そ
の
共
同
出
資
者
の
ほ
と
ん
ど
は
倒
産
す
る
か
廃
業
し

⑧た
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
倉
庫
の
記
述
に
関
し
て
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
「
外
国
人
が
桟
房
や
〔
旧
外
洋
行
商
人
所
有
の
〕
行
を
賃
借
す
る
の
は
ま
っ
た
く
不
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
第
三
版
の
記
述
は
、
…
、
以
前
は
旧
外
洋
行
商
人
が
管
理
す
る
広
い
倉
庫
を
賃
借
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
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第2図　香港の人口と入港船舶

（単位：1，000トン）
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た
香
港
が
中
国
貿
易
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
実
質
的
に
担
い
始
め
る
の
は
、

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ゴ
…
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
を
契
機
に
中
国
人
移
民
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
う
ち
の
多
く
は
外
国
人
が
使
用
し
て
い
る
」
と
修
正
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
な
る
と
「
茶
用
」
の
賦
課
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
沙
汰
止

み
に
な
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遅
く
と
も
一
八
五

六
年
ま
で
に
は
、
茶
取
引
で
も
倉
庫
業
で
も
旧
外
洋
行
商
人
は
旧

来
の
地
位
を
退
い
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
第
四
版
の
筆

致
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
刊
行
直
前
に
に
わ
か
に
起
こ
っ
た
事

態
の
よ
う
に
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
旧

外
洋
行
商
人
は
ほ
ぼ
一
八
五
四
年
の
四
月
以
後
か
ら
五
五
年
に
か

け
て
貿
易
か
ら
手
を
引
い
た
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。
ア
ヘ

ン
戦
争
の
の
ち
旧
外
洋
行
と
ほ
ぼ
同
じ
資
格
で
茶
の
取
引
に
携
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
た
隆
記
茶
行
が
内
乱
を
理
由
に
一
八
五
四
年
に
廃
業
し
て
い
る

の
は
象
徴
的
で
、
そ
の
閾
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
版
に
見
ら
れ
ず
、
第
四
版
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
部
分
で

貿
に
つ
く
の
は
、
ロ
ル
チ
ャ
船
と
汽
船
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
喫
水
一
二
～
一
三
フ
ィ
ー
ト
の
小
型
船
で
、
届
物
や
旅

客
を
載
せ
て
香
港
、
マ
カ
オ
、
広
州
の
間
を
往
来
し
た
も
の
で
あ

⑪る
。
マ
カ
オ
は
と
も
か
く
、
南
京
条
約
で
イ
ギ
リ
ス
に
割
譲
さ
れ

い
う
ま
で
も
な
く
、
一
八
五
〇
年
前
後
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
2
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
移
民
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の
中
継
地
と
し
て
一
八
五
三
年
掛
り
香
港
の
人
口
が
著
し
く
増
加
し
、
審
港
す
る
船
舶
も
翌
年
に
は
急
増
に
転
じ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
並
行
し

て
、
広
東
に
入
港
す
る
イ
ギ
リ
ス
船
舶
に
増
加
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
向
を
広
東
領
事
パ
～
ク
ス
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

　
　
香
港
か
ら
入
港
す
る
と
い
わ
れ
る
船
舶
の
多
く
も
イ
ギ
リ
ス
か
ら
直
接
に
香
港
に
到
着
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
香
港
に
寄
港
す
る
の
は
、
珠
江
を
遡
行
す

　
　
る
前
に
情
報
を
得
る
か
貨
物
を
卸
す
た
め
で
あ
る
。
…
…
イ
ギ
リ
ス
船
舶
に
は
実
質
的
な
増
加
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
珠
江
を
航
行
す
る
汽

　
　
船
（
二
一
く
O
円
　
の
汁
O
轡
門
P
O
H
Q
陰
）
の
使
用
増
大
と
い
う
事
実
で
説
明
で
き
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
週
二
度
広
州
、
香
港
、
マ
カ
オ
の
聞
を
往
復
し
、
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
客
や
仰
獅
便
も
運
ぶ
が
そ
れ
は
銀
や
商
昂
の
輪
…
送
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
広
東
へ
の
輸
入
貿
易
の
経
路
は
多
く
香
港
を
経
由
す
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
場
合
、
香
港
で
貨
物

を
小
汽
船
に
積
み
換
え
て
広
州
に
到
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
船
の
増
加
が
記
録
に
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
通
常
の

帆
船
に
よ
っ
て
い
た
貿
易
が
小
汽
船
を
利
用
し
た
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
膨
海
関
、
ひ
い
て
は
領
事
館
で
把

握
す
る
す
べ
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
寄
港
地
と
し
て
の
香
港
の
比
重
増
大
と
そ
れ
に
と
も
な
う
小
汽
船
の
盛
行
が
、
一
八
五
〇
年
半
ば

に
な
っ
て
は
じ
め
て
広
州
の
貿
易
に
あ
ら
わ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
が
加
筆
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所
以
で
も
あ
る
。

　
茶
の
調
達
に
生
じ
た
変
化
と
旧
外
洋
行
商
人
の
脱
落
、
香
港
の
登
場
と
小
汽
船
の
利
用
、
こ
う
し
た
新
た
な
局
面
は
徴
税
の
あ
り
方
に
も
影

響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
蓼
海
関
か
ら
み
る
と
、
把
握
し
や
す
か
っ
た
大
手
の
茶
商
で
あ
り
倉
庫
業
者
で
も
あ
っ
た
旧
外
洋
行
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
い
な
く
な
り
、
「
税
務
を
阻
呈
す
る
」
よ
う
な
小
商
人
か
ら
こ
れ
ま
で
ど
お
り
税
を
う
け
と
る
の
は
困
難
だ
と
感
じ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
外
国
側
の
観
察
で
は
こ
の
時
期
に
な
っ
て
も
、
中
團
商
人
に
よ
る
税
込
価
格
で
の
商
品
引
き
渡
し
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
い
輸
出
で
関
税
の
算
定
や
轡
海
関
へ
の
申
告
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
、
輸
入
と
同
じ
く
や
は
り
通
事
で
あ
っ
た
。
貨
物
を
買
い
付
け
る
外

国
商
社
か
ら
依
頼
を
受
け
れ
ば
、
通
事
に
と
っ
て
は
売
り
手
の
中
国
商
人
の
把
握
は
困
難
で
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
輸

出
で
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
従
前
ど
お
り
の
徴
税
と
納
税
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
通
事
の
役
割
を
介
し
て
は
じ
め
て

21 （829）



そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
一
八
五
〇
年
代
半
ば
に
栄
耀
と
倉
庫
の
事
実
上
の
限
定
が
な
く
な
っ
て
、
輸
出
入
い
ず
れ
に

お
い
て
も
箏
海
関
の
微
税
で
通
事
が
占
め
る
位
置
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
香
港
や
マ
カ
オ
と
広
州
の
間
を
直
接
往
来
す
る
汽
船
や
ロ
ル
チ
ャ
船
に
関
し
て
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
種
の
船
舶
は
、
「
噂
海
関
監
督
に
申
請
せ
ず
に
貨
物
を
陸
揚
げ
な
い
し
船
積
み
し
、
外
面
人
居
留
地
の
対
岸
に
駐
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

す
る
海
関
の
警
備
艇
に
い
る
税
関
吏
の
う
ち
の
一
人
に
手
数
料
を
支
払
う
だ
け
偏
で
あ
っ
て
、
穿
海
関
の
規
制
は
ほ
と
ん
ど
及
ん
で
い
な
か
っ

た
。
た
だ
し
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
と
え
実
際
に
は
そ
れ
ら
に
よ
る
交
易
に
対
し
徴
税
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
、
「
も
し
婁
海
関
監
督
が
申
請
を
要
求
す
れ
ば
そ
の
貨
物
を
申
告
し
、
通
事
の
管
理
下
に
あ
る
は
し
け
か
ら
陸
揚
げ
す
る
か
船
積
み
す
る
扁

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
船
か
ら
微
税
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
ま
で
の
通
事
の
管
轄
に
繰
り
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
通
事
の
管
轄
が
及
ぶ
範
囲
は
そ
れ
ま
で
の
組
織
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
は
し
け
に
積
載
さ
れ
て
、
外
国

船
の
停
泊
す
る
黄
哺
と
倉
庫
の
あ
る
広
州
の
間
を
往
来
す
る
貨
物
に
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
小
汽
船
な
ど
が
事
実
上
野
放
し
同
然
で
あ
っ

た
の
は
、
通
事
の
乎
が
そ
こ
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
轡
海
関
の
徴
税
が
可
能
な
ら
し
め
る
機
能
が
通
事
に
集
約
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
逆
説
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
た
と
え
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
σ
も
q
㊤
1
㈹
G
n
c
Q
．
O
ミ
§
題
　
　
　
　
　
く
O
ド
峯
、
2
0
．

　
　
　
　
　
濱
下
武
志
『
近
代
中
国
の
書
類
的
契
機
勧
、
東
京
大
学
禺
国
会
、

　
一
九
九
〇
年
、
｝
四
三
～
一
七
六
頁
、
参
照
。

②
ρ
三
蓋
露
ざ
岡
．
㌔
§
馬
G
§
§
w
G
ミ
謹
豊
。
こ
ぎ
鼠
ミ
ミ
馬
鳥
§
．
切
離
＆
象
ミ
趨

　
§
導
馬
O
ミ
塁
勘
ミ
肉
§
悔
帖
蚕
ヒ
q
o
ω
8
P
簿
。
．
、
蕊
畠
、
勺
■
＝
○
。
9
　
八
四
六
年
の

時
点
で
は
、
茶
貿
易
を
含
む
外
国
貿
易
に
携
わ
る
「
中
国
人
の
商
社
（
Ω
斜
壁
器

　
男
曽
ヨ
。
・
）
」
の
数
は
一
七
〇
～
一
八
○
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
G
ミ
噛
ミ
』
§
き
窯
。
．

　
象
㌧
血
気
一
倉
一
。
。
臨
■
）
。

③
旨
．
σ
碧
置
。
・
b
a
こ
瓦
§
ミ
智
ミ
肘
b
愚
、
。
ミ
ミ
鳶
ミ
ミ
溢
さ
ミ
㌧
ミ
ミ
顕
§
馬

　
9
ミ
ミ
要
ミ
題
ミ
ミ
O
ミ
“
N
3
晦
ミ
～
塁
｝
§
馬
8
鳶
ミ
聴
砂
吻
、
馬
ミ
N
§
戚
ミ
馬

　
§
ミ
鑓
沁
§
ミ
。
さ
謎
虹
～
よ
魯
9
≦
二
ぎ
讐
。
p
一
ミ
ω
』
才
。
戸
く
。
劉
一
。
。
」

　
唱
．
　
　
　
　
　
　
　
渇
§
亀
§
ど
　
　
　
　
　
　
8
智
ξ
噛
同
。
。
凱
9
署
■

　
献
O
O
ム
O
Q
。
■
佐
々
木
正
哉
編
『
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争
　
資
料
鯖
稿
』
、
棄
洋
文

犀
近
代
中
圏
研
究
委
員
会
、
一
九
六
四
年
、
一
八
六
、
一
八
八
、
三
五
三
～
三
五

　
五
頁
。

④
同
右
、
一
八
八
頁
。

⑤
N
毫
”
く
。
ド
①
㌧
尋
篭
ミ
ミ
ミ
メ
、
＆
轟
塁
㌧
軸
楠
ミ
罫
G
§
防
ミ
ミ
G
早

　
ミ
ミ
胃
§
㌧
ミ
↓
ミ
§
皇
鳳
き
ミ
、
ミ
馬
織
ミ
慧
偽
篤
ξ
聴
ミ
㎏
。
。
智
”
や
ト
。
《
・
お
ソ

⑥
重
田
徳
「
清
末
に
お
け
る
湖
南
茶
の
新
展
開
i
中
圏
近
代
産
業
史
の
た
め
の

　
断
章
i
」
、
圃
『
総
代
社
会
経
済
史
研
究
蕊
、
岩
波
需
店
、
一
九
七
五
年
、
所
収
、

　
二
二
二
頁
。
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⑦
ぎ
〇
三
・
。
o
ρ
ミ
ミ
‘
愈
．
鼠
～
こ
や
ト
。
冥
Q
。
．
≦
．
≦
三
冨
ヨ
‘
・
噛
箆
G
ミ
ミ
題
9
一

　
ミ
ミ
ミ
ミ
O
ミ
含
℃
ら
薯
笥
鯵
ミ
帽
ミ
a
ら
。
ミ
亀
賊
。
ζ
ミ
b
ミ
ミ
㌃
蓋
愚
ミ
ミ
、
頓

　
鴨
。
謡
、
粛
嵩
S
ミ
§
葺
ら
ミ
、
ミ
℃
魁
二
｝
o
（
r
∩
ヨ
ニ
9
ご
一
〇
。
笥
〔
“
こ
メ
ひ
轟
誌
9

⑧
ソ
ざ
三
ω
o
p
ミ
ミ
こ
愚
．
町
触
二
唱
や
ト
。
些
し
り
¶
ム
㊤
。
。
「
ノ
ぐ
一
≡
き
折
号
’
ミ
こ
℃
．

　
邸
b
Q
蝉

⑨
鑑
〇
三
ω
9
ご
ミ
ミ
こ
愚
誌
凡
馬
こ
三
ソ
ト
。
O
。
。
1
邸
O
O
．
タ
、
二
一
首
話
層
§
・
鼠
計
℃
』
ω
切
■

⑩
梁
嘉
彬
『
広
東
十
三
行
考
』
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
、
三
五
瞬
～
三
五

四
　
ア
霞
一
戦
争
と
洋
関
の
設
立

　
五
頁
。

　
〆
≦
三
ヨ
話
”
号
．
無
、
こ
℃
．
ひ
。
へ
隅
b
。
・

⑬
　
ミ
㌧
ミ
、
ε
、
≧
き
、
》
ミ
計
昏
砺
二
）
■
b
。
又
・
貫
）
■

⑫　
佐
々
木
編
前
掲
書
、
霊
五
四
頁
。

⑬⑭　
℃
褒
。
二
お
9
、
ミ
．
ミ
昏

　
タ
隣
三
軸
ゴ
ρ
N
ミ
・
職
卜
”
℃
碧
，
7
Φ
ρ
N
8
マ
職
猶

⑱
　
〆
〈
＝
囲
貯
ヨ
。
。
”
、
ミ
．
職
、
．

⑯

　
こ
の
よ
う
に
広
東
の
貿
易
と
微
税
の
あ
り
方
に
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
な
か
、
一
八
五
六
年
一
〇
月
、
そ
れ
ま
で
も
広
州
入
誠
問
題
な

ど
で
決
し
て
良
好
で
は
な
か
っ
た
広
東
当
局
と
イ
ギ
リ
ス
現
地
当
局
の
関
係
は
つ
い
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
状
態
に
陥
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く

ア
ロ
ー
号
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
船
が
も
と
も
と
香
港
籍
の
ロ
ル
チ
ャ
船
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
ま
で
の
変
化
に
お
い
て
象
微
的
で

あ
り
、
そ
れ
以
後
の
展
開
に
お
い
て
も
暗
示
的
で
あ
る
。

　
一
〇
月
二
六
日
置
欽
差
大
臣
卑
下
総
督
葉
池
環
は
鹿
マ
海
関
を
閉
鎖
し
通
商
禁
止
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
倉
庫
も
す
べ
て
封
鎖
さ
れ
、

外
国
商
人
は
そ
の
商
品
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
形
に
な
っ
た
。
英
米
当
局
は
そ
の
報
復
措
置
と
し
て
、
黄
哺
に
停
泊
す
る
商
船
に
ト
ン
税
を
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

払
わ
ず
に
そ
の
投
錨
地
を
離
れ
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
磨
海
関
の
機
能
は
ま
っ
た
く
停
止
し
、
な
ら
び
に
合
法
的
な
貿
易
も
途

絶
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
も
事
態
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
。
広
州
周
辺
で
は
激
烈
な
排
英
運
動
が
起
こ
り
、
一
八
五
六
年
＝
一
月
半
ば
に
は

外
国
人
の
居
留
地
が
焼
き
払
わ
れ
た
。
一
八
五
七
年
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
と
竹
岡
派
兵
を
決
定
、
同
年
八
月
七
日
、
英
仏

連
合
軍
は
珠
江
を
封
鎖
、
一
一
一
月
二
九
日
に
広
州
を
占
領
し
、
翌
年
一
月
、
葉
名
環
を
捕
虜
と
し
て
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
送
り
、
広
州
城
内
は
占
領

行
政
が
し
か
れ
る
に
至
っ
た
。
領
事
館
は
翌
翌
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
事
務
が
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
英
仏
連
合
軍
の
制
圧
下
に
、
情
勢
は
や
や
平
静
を
と
り
も
ど
す
。
珠
江
の
封
鎖
は
一
八
五
八
年
二
月
一
〇
日
に
解
か
れ
、
そ
れ
と
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単位 ドル第4表　広東でのイギリスの輪入額

B／C

（％）

計

B　植民地からの輸

　入
rr・・Ti　　　　　C；．A｝1　m／e　、ノ；

A　イギリスからの直輸入

欝唯ρ
花

貨雑属毛慕表4勿1瀦罫製1－PLI　l金

45

T5

T8

T6

T2

U9

T8

U3

W7

W3

X5

W7

V2

6，816，3S2

4，727，83：t

4，925，018

4，685，872

2，791，615

4，769，641

3，432，000

5，500，000

8，227，000

2，474，S25

2，706，425

2，246，357

5，666，977

783，164

1，212．612

　829，583

pt狽S1，107

S95，467

　716，932

594，400

8王7，684

　467，890

830，491

　468，983

　906，t125

S86，156

15，506，240

10，715，502

　9，997，583

　9，6．9．5，760

　6，534，597

　7，902，244

　6，896，900

10，094，261

　9，97tl，022

　tl，e58，233

　3，348，444

　3，605，590

　9，142，061

57，985

4Z823

38，732

30，282

19，613

33，808

28，829

46，245

18，513

26，094

18，446

48，788

2，898，866

1，875，042

1，386，534

1，627，346

1，866，980

　768，0　i2

　992，800

　818，817
　13tl，s26　l

　　　　　　　　l

　　99，989　1

　　30，750

　　　3，020

　399，955　i

4，726，S70　i　222・　，973

2，764，3171　87，874

2，755，223　1　6？，493

2，501，052　！　4e，101

1，213，344　i　47，578

1，475，644　1　133，177

1，616，900　［　231，971

2，45　1，　，945　1　459，570

　678，156　1　447，642

　555，736　’　21，098

　　85，820　1　38，020

　368，500　i　32，500

1，768，300　1　420，673

1844

184＝

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

185：一，

1854

1855

1856

出3輿　　∫～ei．，o？’t　bツ　A4i’，」ρa　1’ltes，　P．33（49）．

と
も
に
広
東
の
貿
易
も
再
開
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
貿
易
状
況
を
駐
黄
哺
副

領
事
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
（
O
げ
9
H
一
①
o
◎
　
》
．
　
～
く
一
口
O
プ
O
ω
げ
①
巴
）
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　
　
汽
船
（
吋
｝
ノ
驚
O
村
　
ω
仲
O
曽
出
P
O
壇
Q
Q
）
は
臼
々
貨
物
を
満
載
し
て
出
入
り
し
て
い
る
。
七

　
　
〇
箱
以
上
の
新
茶
が
決
済
さ
れ
た
と
す
で
に
報
告
を
受
け
て
い
る
。
桂
皮
も
か

　
　
な
り
の
量
が
購
入
さ
れ
た
。
棉
花
と
米
が
お
も
に
要
求
さ
れ
る
輸
入
融
で
あ
．
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
綿
糸
と
綿
布
の
在
庫
品
も
運
ば
れ
た
。

貿
易
の
復
興
は
こ
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ず
広
州
と
香
港
を
往
来
す
る
汽
船
に

よ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
輸
入
貨
物
の
品
目
に
も
注
意
を
要
す

る
。
第
4
表
か
ら
た
だ
ち
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
広
東
で
の
イ
ギ
リ
ス
直

輸
入
品
は
五
〇
年
代
に
入
り
激
減
し
、
棉
花
を
中
心
と
す
る
イ
ン
ド
お
よ
び

海
峡
植
民
地
か
ら
の
贔
醤
の
占
め
る
割
合
が
増
大
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の

直
輸
入
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
香
港
に
寄
港
し
て
小
汽
船
に
積
み
換
え
て

広
州
に
向
か
う
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
た
が
、
植
民
地
か
ら
の
輸
入
は
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
　
一
八
五
六
年
の
貿
易
報
告
と
し
て
、
「
イ
ギ
リ

ス
か
ら
広
東
に
や
っ
て
く
る
多
く
の
船
舶
は
ボ
ン
ベ
イ
を
経
由
す
る
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
貨
物
を
卸
し
て
広
東
向
け
の
棉
花
を
得
る
か
ら
で
あ
る
」
と
記
し
た
パ
ー

ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
か
ら
の
輸
入
に
つ
い
て
は
香
港
の
経
由
に
な

ん
ら
言
及
し
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
↓
イ
ン
ド
↓
黄
哺
↓
広
州
を
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清宋雍海関の展開（岡本）

主
た
る
経
路
だ
と
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
ア
ロ
ー
号
事
件
を
経
る
と
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
報
告
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ

ン
ド
か
ら
の
輸
入
も
香
港
を
経
由
し
、
貨
物
を
小
汽
船
に
積
み
換
え
て
広
州
に
到
る
場
合
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
っ
て
広

州
へ
の
輸
入
は
、
香
港
を
経
由
す
る
ル
…
ト
に
一
元
化
さ
れ
る
趨
勢
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
貿
易
の
再
開
と
と
も
に
ア
ロ
ー
号
事
件
以
来
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
婁
海
関
も
再
開
さ
れ
、
関
税
の
徴
収
な
ど
は
占
領
下
の
広
州
で
は
な
く
、
領

事
の
移
駐
し
て
い
た
美
里
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
　
一
八
五
八
年
五
月
ま
で
に
穿
海
関
監
督
は
「
二
〇
万
両
近
く
を
う
け
と
つ

④た
聴
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
の
「
膨
、
海
関
の
組
織
は
ま
っ
た
く
紫
乱
し
て
い
た
」
と
も
い
わ
れ
、
決
し
て
十
分
な
機
能
を
果
た
し
て
は
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
務
に
任
ず
る
海
関
吏
や
通
事
は
広
州
と
黄
哺
を
行
き
来
す
る
さ
い
、
珠
江
の
治
安
が
な
お
良
好
で
な
か
っ
た
た
め
海
賊

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
壌
ワ
海
関
の
分
周
が
襲
撃
さ
れ
た
と
い
う
風
聞
や
、
通
事
が
イ
ギ
リ
ス
国
旗
の
使
用
を
領
事
に
求
め
た
り
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
⑤

態
す
ら
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
も
な
く
こ
う
し
た
状
況
が
さ
ら
に
深
刻
と
な
る
。
芸
名
環
の
後
任
、
黄
宗
漢
が
広
州
周
辺
の
排
外
運
動

を
指
聴
し
た
た
め
に
戦
闘
は
再
び
激
化
し
、
一
八
五
八
年
六
月
に
は
広
州
城
内
に
戒
厳
令
が
し
か
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
七
月
の
末
、
新
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

着
任
し
た
領
事
オ
ル
コ
ッ
ク
（
図
¢
け
げ
O
目
h
O
目
α
　
〉
一
〇
〇
〇
搾
）
の
進
言
で
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
が
香
港
に
撤
収
し
、
ま
た
も
や
正
規
の
通
商
関
係
は
事
実

上
断
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
緊
張
し
た
情
勢
は
年
末
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
広
東
の
貿
易
が
す
べ
て
途
絶
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
香
港
経
由
に
比
重
を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
貿
易
は
、
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
な
情
勢
の
背
後
で
「
汽
船
（
巴
一
く
O
H
　
ω
け
①
ρ
ヨ
Φ
H
ω
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
広
範
な
組
織
的
密
輸
」
と
し
て
現
象
し
増
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
鯉
海
関
は
ま
っ
た
く
な
す
す
べ
を
も
た
な
か
っ
た
。
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
ロ
…
号
事
件
ま
で
に
勢
海
関
の
課
税
を

実
現
す
る
機
能
は
通
事
に
集
中
し
て
い
た
が
、
そ
の
通
事
は
そ
も
そ
も
小
汽
船
や
ロ
ル
チ
ャ
船
に
は
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
し
、
こ
の
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
治
安
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
、
次
第
に
交
易
に
か
か
わ
る
事
務
の
場
か
ら
姿
を
消
し
て
お
り
、
機
能
そ
の
も
の
す
ら
停
止
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
滲
海
関
の
徴
税
機
構
と
し
て
は
通
事
は
も
は
や
不
十
分
で
あ
り
、
小
汽
船
な
ど
を
も
包
括
し
て
管
轄
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
機
構
が

望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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⑨

　
一
八
五
八
年
一
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
と
男
海
関
当
局
の
間
で
公
式
に
関
係
修
復
が
な
さ
れ
る
と
、
通
商
関
係
の
回
復
に
関
連
し
て
こ
の
密
輸
の

問
題
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、
領
事
オ
ル
コ
ッ
ク
と
勢
海
関
監
督
憾
祓
は
一
二
月
に
書
翰
を
交
わ
し
て
協
議
を
行
な
っ
た
。
だ
が
具
体
的
な
対
策
は

容
易
に
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
で
に
＝
月
八
日
、
上
海
に
お
い
て
通
商
章
程
善
後
条
約
が
調
印
さ
れ
、
そ
の
第
一
〇
条
に
上
海
で
行
な

わ
れ
て
い
た
外
国
人
税
務
司
制
度
を
他
港
に
も
導
入
し
て
、
全
条
約
港
に
「
画
一
的
な
七
度
（
o
器
§
賦
o
H
諺
。
。
団
。
。
8
ヨ
）
」
を
実
施
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
と
し
て
は
、
密
輸
の
対
策
は
蛍
窓
こ
れ
に
従
っ
て
お
け
ば
す
む
は
ず
で
、
事
実
そ
う
し
た
意
見
も
有
力

で
あ
っ
た
。
し
か
し
オ
ル
コ
ッ
ク
が
広
東
で
発
見
し
た
の
は
、
こ
の
規
定
と
は
ほ
と
ん
ど
相
容
れ
な
い
、
「
通
事
と
い
う
膨
大
な
仲
介
組
織
」
を

申
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
「
公
平
を
期
し
が
た
い
税
額
鑑
定
の
常
習
が
あ
ま
り
に
も
牢
乎
な
」
磨
海
関
の
機
構
で
あ
っ
た
。
「
導
海
関
監
督
か
ら

仲
介
人
た
る
通
事
、
そ
し
て
衙
門
の
門
に
い
る
苦
力
の
一
人
に
至
る
ま
で
、
何
世
代
に
も
わ
た
り
磨
海
関
を
豊
か
な
遺
産
と
み
な
し
て
き
た
あ

ら
ゆ
る
人
々
が
も
つ
あ
ま
り
に
多
く
の
金
銭
的
利
害
」
に
干
渉
し
て
ま
で
、
「
広
東
を
上
海
に
同
化
」
し
外
国
人
税
務
司
制
度
を
導
入
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ナ
ル
コ
ッ
ク
に
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
の
考
え
が
ど
う
で
あ
れ
、
，
従
前
の
機
横
の
ま
ま
で
は
噂
海
関
の
徴
税
が
実
現
で
き
な
い
の
は
明
白
で
あ
っ
た
。
小
汽
船
な
ど
に
よ
る
密
輸

は
ま
す
ま
す
巧
妙
に
な
り
、
仏
山
鎮
を
経
由
し
て
広
州
へ
商
品
が
運
び
込
ま
れ
た
り
も
し
て
い
た
。
年
が
改
ま
る
と
、
接
取
は
内
務
府
へ
の
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

収
滞
納
で
弾
劾
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
事
態
の
打
開
を
は
か
る
必
要
に
追
い
込
ま
れ
、
輸
入
品
を
取
り
扱
う
広
州
の
商
人
二
～

家
に
命
じ
、
仏
山
鎮
で
こ
う
し
た
密
輸
を
査
察
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
商
人
た
ち
は
こ
れ
を
う
け
て
「
ギ
ル
ド
」
を
結
成
し
そ
の
任
に
当
た
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
供
手
傍
観
の
底
で
あ
っ
た
オ
ル
コ
ッ
ク
も
、
こ
の
措
置
に
は
さ
す
が
に
反
対
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
は

「
外
洋
行
の
組
織
で
は
決
し
て
な
い
」
と
い
う
気
受
の
弁
明
に
は
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
い
か
な
る
意
図
で
あ
れ
実
施
さ
れ
れ
ば
結
果

的
に
は
「
独
占
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
撤
回
を
要
求
し
た
。

　
　
お
そ
ら
く
中
国
商
人
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
関
税
の
相
互
保
証
と
い
う
計
画
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
有
害
、
不
諭
密
な
も
の
は
な
か
ろ
う
。

　
　
…
…
彼
ら
は
現
在
の
機
構
で
は
不
可
能
な
轡
海
関
の
損
失
防
止
を
口
実
に
、
た
と
え
ま
っ
た
く
挫
他
的
な
市
場
の
支
慨
で
は
な
い
に
し
て
も
、
必
ず
〔
イ
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清末噂漉壬関の展開（岡本）

　
　
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
〕
危
険
な
貿
易
の
統
制
を
遅
か
れ
早
か
れ
掌
握
し
う
る
よ
う
な
ギ
ル
ド
の
組
織
を
提
案
し
て
い
る
。
…
…
中
国
商
人
に
普
遍
的
な
考
え

　
　
方
は
団
結
（
。
o
∋
σ
冒
9
舐
。
ε
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
独
占
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
早
漏
商
人
の
考
え
方
は
競
争
（
8
ヨ
℃
三
三
〇
ε
で
あ
る
。
両
春
は
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
式
で
相
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
質
的
に
椙
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
オ
ル
コ
ッ
ク
の
認
識
は
き
わ
め
て
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
西
洋
と
中
国
の
商
人
間
の
観
念
や
「
目
的
」
の
相

違
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
が
、
絶
対
的
な
原
理
で
は
な
く
相
対
的
な
動
態
と
み
れ
ば
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
彼
の
指
摘
の
核
心
は
、
微
税

の
責
任
を
中
国
商
人
に
委
ね
れ
ば
い
か
に
し
て
も
最
後
に
は
交
易
の
「
独
占
」
に
い
き
つ
い
て
し
ま
う
組
織
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
第
一
節
で
示
し
た
よ
う
な
徴
税
と
独
占
の
関
係
は
確
認
で
き
る
し
、
そ
れ
が
専
海
関
と
外
洋
行
の
間
に
限
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
も
窺
わ
れ
よ
う
。

　
オ
ル
コ
ッ
ク
は
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
曲
が
り
な
り
に
も
「
独
占
」
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
程
度
ま
で
独
立
的
な
徴
税
機
構
と
し

て
通
事
が
中
国
商
人
と
外
国
商
人
の
問
に
介
在
し
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
小
汽
船
を
も
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
現
状
で
は
、
「
黄

浦
で
陸
揚
げ
や
船
積
み
を
す
る
船
舶
の
緩
慢
な
手
続
に
し
か
対
応
で
き
な
い
」
通
事
は
も
は
や
不
十
分
だ
と
も
認
め
て
い
る
。
求
め
ら
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
通
事
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
「
十
分
な
警
備
機
構
と
海
関
行
政
の
設
立
扁
で
あ
っ
た
が
、
オ
ル
コ
ッ
ク
自
身
に
と
っ
て
は
不
本
意
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
実
現
に
は
外
国
人
税
務
司
糊
度
し
か
選
択
肢
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
闇
黒
二
審
総
督
労
崇
光
と
轡
海
関
監
督
恒
祓
は
、
か
ね
て
よ
り
面
識
の
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
通
訳
宮
ハ
ー
ト
（
H
四
〇
σ
①
巴
伴
　
鵠
㊤
目
沖
）
に

「
上
海
で
レ
イ
が
統
轄
し
て
い
る
よ
う
な
官
庁
を
広
菓
に
設
立
偏
さ
せ
よ
う
と
提
案
し
た
。
ハ
ー
ト
は
躊
躇
し
た
も
の
の
、
上
海
の
レ
イ
に
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

東
の
状
況
に
つ
い
て
長
文
の
覚
書
を
送
付
し
、
一
八
五
九
年
五
月
二
七
日
領
事
館
に
辞
表
を
提
出
、
六
月
三
〇
日
、
正
式
に
通
訳
官
を
辞
職
し

て
労
崇
光
と
恒
祓
の
申
し
入
れ
を
受
諾
し
た
。
レ
イ
が
一
〇
月
に
広
東
に
到
着
す
る
と
、
洋
関
が
新
た
に
設
立
さ
れ
、
同
月
二
四
日
に
業
務
を

　
　
　
⑯

閉
期
し
た
。
洋
画
の
組
織
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
た
小
汽
船
に
対
す
る
規
則
の
発
布
、
そ
し
て
、
こ
の
洋
関
の
最
初
に
直
面
し
た
困
難
が
通
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
試
み
た
抵
抗
で
あ
り
、
彼
ら
を
ど
う
処
遇
す
る
か
で
あ
っ
た
と
い
う
ハ
…
ト
の
述
懐
に
食
し
て
も
、
こ
の
と
き
設
立
さ
れ
た
噂
海
関
の
洋
関
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は
、
香
港
と
広
州
を
往
来
す
る
蒸
汽
船
を
も
包
括
し
て
管
轄
で
き
る
よ
う
な
幅

あ
ろ
う
。

①
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○
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＼
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＞
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』
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ω
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．
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務
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請
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．
蕾
自
製
収
税
銀
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交
譲
款
擢
」
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故
宮
博
物
院

　
朋
清
機
案
部
編
『
清
代
樹
案
史
料
無
二
』
第
一
輯
、
中
華
脚
局
、
一
九
七
八
年
、

　
六
六
～
六
七
買
。

通
事
に
代
位
す
る
徴
税
機
構
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
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で
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［
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、
き
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．
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（
＝
り
y
通
事
の
組
織
は
ま
も
な
く
解
体
さ
れ
、
そ
の
構
成
員
は
「
ほ
と
ん
ど
一
般

　
貿
易
の
他
の
諸
部
門
に
就
職
し
た
。
彼
ら
は
よ
く
精
通
し
て
い
る
の
で
有
用
な
助

　
手
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
（
Q
リ
ン
＜
．
≦
三
智
筥
ρ
鴫
ミ
ら
喬
篤
ミ
鷲
O
o
ミ
ミ
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単
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お
　
わ
　
り
　
に

寧
波
の
洋
関
に
二
八
年
置
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
襟
幅
は
、
そ
の
職
を
辞
し
た
光
緒
～
九
（
一
八
九
三
）
年
の
自
序
を
も
つ
編
著
の
な
か
で
、
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南
京
条
約
以
後
の
男
海
関
の
西
洋
貿
易
に
対
す
る
徴
税
を
描
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
広
州
の
洋
税
は
向
に
、
洋
商
と
貿
易
せ
る
を
准
さ
れ
し
の
十
三
行
に
由
り
通
箏
を
用
い
て
経
理
せ
ら
れ
た
り
。
〔
威
豊
〕
七
年
、
十
三
行
廃
さ
れ
し
も
、

　
　
其
の
税
・
紗
は
働
お
通
事
館
六
七
処
に
由
り
経
騙
せ
ら
る
。
処
々
各
々
数
十
人
あ
り
、
故
に
洋
船
の
進
出
探
し
と
錐
も
料
理
裕
如
た
り
。
顧
だ
、
習
う
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
イ

　
　
の
洋
文
率
ね
浅
茅
、
事
稽
々
繁
難
に
し
て
、
賠
償
旋
い
で
生
ず
。
晴
に
喜
督
労
崇
光
・
関
督
恒
棋
、
上
海
は
李
泰
国
柏
里
し
て
よ
り
、
〔
税
収
〕
年
を
逐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
い
て
加
増
せ
る
を
聞
き
、
広
州
英
領
事
の
播
訳
官
赫
徳
を
挙
げ
て
・
劾
理
せ
し
む
。

と
い
う
。
逐
語
的
に
は
必
ず
し
も
正
確
な
記
述
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
穿
海
関
の
徴
税
機
知
の
推
移
と
い
う
見
地
か
ら
、

そ
の
動
因
と
し
て
背
後
で
作
用
し
て
い
た
広
東
で
の
貿
易
形
態
の
変
遷
を
補
い
つ
つ
読
み
直
せ
ば
、
か
え
っ
て
正
鵠
を
逸
し
て
い
な
い
の
が
看

取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
こ
の
文
章
を
筆
者
な
り
に
訳
し
て
ま
と
め
に
代
え
よ
う
。
一
八
四
〇
年
代
か
ら

五
〇
年
代
前
半
ま
で
は
む
し
ろ
条
約
以
前
か
ら
の
継
続
面
が
濃
厚
で
あ
り
、
輸
入
を
左
右
し
た
輸
出
と
い
う
取
引
の
あ
り
方
は
変
わ
ら
ず
、
そ

こ
で
は
旧
外
洋
行
が
な
お
優
位
を
保
ち
つ
づ
け
、
通
事
が
納
税
の
手
配
に
任
じ
て
い
た
。
五
〇
年
代
の
半
ば
、
ア
ロ
ー
号
事
件
前
後
に
な
る
と

貿
易
構
造
の
変
化
で
、
薄
墨
洋
行
が
没
落
し
て
通
事
に
徴
税
の
機
能
が
集
約
さ
れ
て
く
る
一
方
で
、
広
東
の
貿
易
は
香
港
や
マ
カ
オ
と
の
つ
な

が
り
が
強
ま
り
、
小
汽
船
や
ロ
ル
チ
ャ
船
に
よ
る
交
易
が
盛
ん
と
な
る
。
通
事
は
こ
の
交
易
に
は
対
処
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
代
わ
っ

て
洋
関
の
設
立
を
見
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
爾
京
条
約
以
前
に
保
商
た
る
べ
き
外
洋
行
が
包
括
的
に
営
ん
で
き
た
機
能
が
分
化
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
外
洋
行
と
い
う
組
織
は
、
周
知
の
よ
う
に
外
国
商
人
と
内
地
商
人
の
間
に
介
在
し
た
牙
行
で
あ
る
。
彼
ら
の
取
引
は
一
方
で
外
夜
商

人
、
他
方
で
内
地
の
商
人
に
対
す
る
も
の
で
、
こ
の
両
老
を
連
結
す
る
過
程
に
西
洋
貿
易
の
二
王
が
一
体
と
な
っ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
本

稿
で
注
目
し
た
外
国
商
人
と
の
取
引
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
対
す
る
徴
税
が
次
第
に
分
離
独
立
し
た
過
程
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
機
構
が
外
洋

行
か
ら
析
繊
さ
れ
て
く
る
。
鯉
海
関
で
の
通
事
が
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
典
型
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
上
海
で
も
ほ
ぼ
同
一
の
過

　
　
　
　
　
　
　
②

程
を
た
ど
っ
て
い
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
洋
関
と
い
う
機
関
は
そ
う
し
た
析
出
の
一
所
産
、
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
つ
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と
も
洋
関
に
は
洋
関
独
自
の
機
能
が
付
与
さ
れ
た
か
ら
、
い
っ
た
ん
設
立
さ
れ
て
し
ま
う
と
そ
の
機
能
に
立
脚
し
つ
つ
発
達
を
遂
げ
て
い
く
が
、

こ
れ
は
自
ず
か
ら
別
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
外
洋
行
商
人
と
内
地
商
人
の
間
の
取
引
の
ほ
う
は
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
は
や
詳
細
に
説
き
及

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
得
た
知
見
を
も
と
に
筆
者
な
り
の
概
観
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
往
時
の
外
洋
行
商
人
に
代
わ
っ
て
外
国
商

人
と
の
取
引
に
当
た
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
買
辮
に
代
表
さ
れ
る
商
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
条
約
港
を
起
点
・
終
点
と
し
て
到
る
処

に
輸
出
入
貨
物
の
購
買
・
販
売
網
を
拡
げ
て
い
く
が
、
内
地
に
お
け
る
そ
の
無
数
の
結
節
点
で
の
取
引
は
、
依
然
と
し
て
徴
税
と
不
可
分
な
ま

ま
の
構
造
を
保
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
広
州
や
上
海
の
対
外
取
引
に
お
い
て
洋
関
の
設
立
に
帰
結
し
た
よ
う
な
徴
税
過
程

の
分
化
は
、
明
確
な
形
で
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
オ
ル
コ
ッ
ク
の
言
を
借
り
て
動
態
的
に
い
え
ば
、
官
庁
に
対
す
る
徴
税
の
責
任
、

納
税
の
保
証
を
触
媒
に
、
交
易
に
お
い
て
排
他
的
な
「
ギ
ル
ド
偏
を
結
成
し
門
独
占
」
に
達
し
て
し
ま
う
組
織
の
あ
り
方
が
内
地
で
は
普
遍
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
外
国
商
人
に
対
す
る
中
国
商
人
の
内
地
市
場
支
配
と
表
裏
す
る
黒
金
税
の
基
盤
を
提
供
し
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
い
さ
さ
か
臆
測
を
交
え
つ
つ
提
起
さ
れ
て
き
た
、
常
関
に
倣
っ
た
洋
関
の
設
鐙
、
常
関
制
度
を
基
礎
と
し

た
洋
髪
と
簸
金
、
と
い
う
議
論
は
、
広
東
貿
易
時
代
の
外
洋
行
に
集
約
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
徴
税
機
能
の
分
化
・
未
分
化
と
い
う
文
脈
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
は
じ
め
て
説
得
力
を
も
つ
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
洋
関
の
設
立
に
至
る
導
海
関
の
展
開
は
、
清
末
の
内

外
に
わ
た
る
交
易
と
徴
税
の
変
遷
の
｝
典
型
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
り
、
清
末
に
お
け
る
「
ギ
ル
ド
」
、
独
占
、
徴
税
な
ど
の
問
題
を
体
系
的

に
理
解
す
る
一
つ
の
足
が
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
『
通
商
蓑
隔
巻
一
、
「
黒
雲
始
無
税
司
表
説
扁
、
三
一
頁
。

②
前
掲
拙
稿
。

③
た
と
え
ば
、
彰
沢
益
「
十
九
世
紀
後
期
中
国
城
市
手
工
業
行
倒
的
重
建
和
作
痢
」
、

　
同
『
十
九
世
紀
後
半
期
的
中
国
財
政
与
経
済
』
、
人
民
出
版
桂
、
　
一
九
八
三
年
、

所
収
（
宮
田
道
昭
「
清
末
に
お
け
る
外
圏
貿
易
品
流
通
機
構
の
一
考
察
ー
ギ
ル

　
ド
の
流
通
支
配
を
中
心
と
し
て
一
」
『
駿
台
史
学
』
第
五
二
号
、
一
九
八
一
年
、

本
野
爽
一
「
安
昌
・
裕
康
洋
行
対
上
海
漸
…
葱
会
仙
飴
事
件
一
芝
㎜
不
協
定
後
の
ア
ヘ

　
ン
貿
易
紛
争
に
書
す
る
　
考
察
一
」
『
中
国
近
代
史
研
究
』
第
六
集
、
　
～
九
八

　
八
年
、
参
照
。

④
濱
下
前
掲
、
『
中
国
近
代
経
済
史
研
究
』
、
｝
九
二
頁
、
飯
島
渉
「
「
裁
簾
加
税
」
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問
題
と
清
末
財
政
－
一
九
〇
二
年
中
英
マ
ッ
ケ
イ
条
約
交
渉
の
歴
史
的
位
置

1
」
『
史
学
雑
誌
隠
第
一
〇
二
編
第
一
一
号
、
一
九
九
三
年
、
二
七
頁
。
こ
の

よ
う
に
抽
象
で
き
る
微
税
機
構
の
分
化
の
過
程
は
、
洋
風
設
立
以
後
の
嬉
海
関
で

ア
ヘ
ン
の
徴
税
を
め
ぐ
っ
て
具
体
的
に
再
現
さ
れ
、
そ
の
後
の
洋
関
全
体
の
性
格

に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
が
、
本
稿
で
は
触
れ
る
暇
が
な
か
っ
た
。

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
瀦
稿
に
譲
り
た
い
。

（
害
崎
大
学
教
育
学
部
講
師
㎜
　

清宋蜷海関の展開（岡本）
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The　Revenue－Raising　System　of　the　Canton　Customs

　　　　House　in　Transition，　with　special　reference

　　　　　　　　to　the　Establishment　of　the　Foreign

　　　　　　　　　Inspectorate　of　Customs　at　Canton

by

OI〈AMoTo　Takashi

　　Prior　to　the　Treaty　of　Nanking，　the　Hong－merchants’　transactions　with

foreigit　traders　were，　from　the　viewpoint　of　the　customs　house　authorities

at　Canton，　an　important　revenue－producing　process．　The　rnonopoly　held

by，　and　the　excessive　charges　placed　on　foreign　trade　by　the　Chinese

are　the　consequences　ef　this　particular　structure　of　trade　and　taxation．

Throughout　the　1840　s，　wliiist　tlie　structure　itself　was　not　transformed

even　after　the　first　Treaty　settlement，　the　Hong－merchants’　functional

invoivement　in　both　trade　and　taxation　based　on　it　had　been　gradually

diverging　since　the　1830　s．　ln　the　mid－1850　s，　due　to　changes　in　the

Sino－foreign　trade　system，　the　old　Hong－naerchants　eventually　retired

from　the　Canton　trade，　and　revenue－raising　became　a　function　of　the

linguists　wlio　had　played　the　part　of　customs　house　clerks　and　interpret－

ers　ln　the　narne　of　the　Hong－merchants　in　pre－Treaty　days．　Then　tlie

trade　between　Hongkong　and　Macao　and　Canton　with　river　steamers

and　lorchas　had　been　developing　rapidly．　The　foreign　inspectorate　of

customs　at　Canton，　established　in　1859，　replaced　the　linguists　who　were

not　able　to　control　the　river－steamer　trade　on　the　Canton　river．　ln　other

words，　the　divergence　of　the　revenue－producing　process　from　the　trans－

actions　with　foreign　traders　gave　rlse　to　an　agency　for　levies　on　foreign

trade　at　Canton　independent　of　the　Hong－merchants，　which　was　in　its

加rn　succeeded　by　the　establishment　of　the　foreign　inspectorate．　This

development　at　Canton，　throws　light　on　the　relationships　between　the

Ch’ing　authorities　and　the　Chinese　brokers，　and　thus　is　significant　for

research　on　trade　and　taxatien　during　late　Ch’ing　China　as　a　whole．

（968）




