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﹃
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﹄
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奉
天
と
は
︑
今
日
で
は
瀋
陽
と
呼
ば
れ
る
都
市
の
旧
名
で
あ
る
︒
さ
ら
に

言
え
ば
清
朝
の
時
代
に
は
︑
陪
都
の
特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
盛
京
と
称

さ
れ
て
い
た①
︒
こ
の
う
ち
︑
奉
天
の
名
称
が
︑
日
本
で
は
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
︑
二
〇
世
紀
前
半
の
日
本
人
が
満
洲
に
つ

い
て
関
心
を
も
つ
と
き
︑
し
ば
し
ば
奉
天
と
い
う
都
市
が
視
野
に
入
っ
て
き

た
か
ら
に
︑
他
な
ら
な
い
︒

と
は
い
え
︑
本
書
が
﹁
奉
天
の
近
代
﹂
と
題
す
る
の
は
︑
必
ず
し
も
日
本

で
の
知
名
度
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
清
朝
末
期
以
降
︑
﹁
奉

天
と
い
う
名
が
つ
か
わ
れ
た
時
期
は
︑
強
い
地
域
主
義
に
牽
引
さ
れ
︑
独
自

の
制
度
改
革
・
産
業
育
成
・
経
済
発
展
が
め
ざ
さ
れ
た
﹂
︵
本
書
三
頁
︶
の

で
あ
り
︑
﹁
地
域
主
義
を
優
先
し
た
﹁
近
代
化
﹂
が
行
わ
れ
た
時
代
が
こ
の

ま
ち
の
﹁
奉
天
時
代
﹂
な
の
で
あ
る
﹂
︵
同
前
︶
と
い
う
︑
歴
史
的
な
位
置

づ
け
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
こ
の
題
名
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

な
お
︑
満
州
事
変
以
降
は
考
察
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
︒

著
者
の
上
田
氏
は
︑
序
章
に
お
い
て
︑
先
人
の
研
究
史
を
振
り
返
り
な
が

ら
︑
本
書
の
課
題
を
提
示
す
る
︒
﹁
い
ず
れ
の
研
究
も
実
は
現
地
で
生
き
る

人
々
の
社
会
に
あ
る
論
理
や
規
範
に
接
近
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
限
界
が

あ
る
︒
そ
の
大
き
な
要
因
は
戦
前
に
行
わ
れ
た
日
本
や
ロ
シ
ア
と
い
っ
た
外

国
側
の
調
査
や
研
究
に
依
存
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
﹂
︵
本
書
九
頁
︶
︒
著
者

の
指
摘
に
拠
れ
ば
︑
外
国
の
観
察
者
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
な
い
要
素
は
︑

正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
ず
に
情
報
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
︒

著
者
は
さ
ら
に
︑
中
国
史
の
立
場
か
ら
の
分
析
は
︑
社
会
そ
れ
自
体
の
内

発
的
な
問
題
よ
り
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
と
し
て
の
社
会
が
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
︑
ま
た
中

国
で
発
表
さ
れ
た
研
究
で
は
地
域
社
会
の
論
理
は
中
国
人
に
と
っ
て
当
た
り

前
す
ぎ
て
注
目
さ
れ
ず
に
い
る
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
ロ
シ
ア
人
・
朝
鮮

人
・
モ
ン
ゴ
ル
人
な
ど
を
含
み
込
む
地
域
の
特
性
を
強
調
す
る
研
究
視
角
に

は
︑
﹁
漢
人
社
会
が
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
拡
大
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ

の
規
模
が
最
も
大
き
い
こ
と
が
捨
象
さ
れ
︑
東
北
の
多
様
性
の
発
見
や
再
確

認
で
知
的
好
奇
心
が
満
た
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
と
い
う
落
と
し
穴
﹂

︵
本
書
一
〇
頁
︶
が
あ
る
と
す
る
︒

そ
こ
で
︑
本
書
は
奉
天
の
地
域
社
会
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
商
工
業
者
が

結
集
し
た
総
商
会
︑
奉
天
に
お
け
る
企
業
経
営
︑
そ
し
て
都
市
下
層
民
を
保

護
す
る
慈
善
団
体
に
注
目
し
︑
遼
寧
省
檔
案
館
に
所
蔵
さ
れ
る
中
国
語
文
書

を
活
用
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

本
書
は
三
部
に
分
か
た
れ
︑
各
部
が
数
章
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
第
一
部
は

奉
天
総
商
会
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
奉
天
に
は
街
区
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
基
盤

に
し
た
公
議
会
と
い
う
商
人
組
織
が
あ
っ
た
︒
清
朝
最
末
期
︑
全
国
的
に
総

商
会
が
設
置
さ
れ
る
な
か
︑
奉
天
で
は
公
議
会
を
奉
天
総
商
会
に
改
組
し
よ

う
と
す
る
政
権
側
の
意
向
は
あ
っ
た
が
︑
公
議
会
は
こ
れ
に
反
撥
し
︑
紆
余

曲
折
を
経
て
よ
う
や
く
奉
天
総
商
会
が
成
立
し
た
︵
第
一
章
︶
︒
商
会
は
奉

天
の
経
済
界
の
指
導
層
が
結
集
す
る
場
と
し
て
地
位
を
安
定
さ
せ
て
い
く
が
︑
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一
九
一
二
年
に
は
零
細
な
製
造
業
者
を
た
ば
ね
る
組
織
と
し
て
工
会
が
成
立

し
て
︑
し
ば
し
ば
商
会
と
対
抗
す
る
動
き
を
示
し
た
︵
第
二
章
︶
︒
省
政
府

の
指
令
に
も
と
づ
い
て
工
会
が
商
会
に
合
流
し
た
後
︑
一
九
二
四
年
の
商
会

長
の
選
挙
で
は
︑
張
志
良
が
当
選
し
た
︒
張
志
良
は
張
作
霖
政
権
と
密
接
な

関
係
を
も
ち
な
が
ら
新
興
企
業
を
経
営
す
る
﹁
権
力
性
商
人
﹂
と
い
う
べ
き

人
物
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
商
会
の
指
導
者
の
交
代
は
︑
雑
貨
業
な
ど
を
担

う
山
東
出
身
者
グ
ル
ー
プ
の
力
が
弱
ま
り
︑
輸
入
代
替
を
め
ざ
す
新
興
企
業

経
営
者
が
抬
頭
し
た
結
果
で
あ
っ
た
︵
第
三
章
︶
︒
奉
天
の
政
権
を
掌
握
し

た
張
学
良
は
南
京
国
民
政
府
に
合
流
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
︑
商
会
に
つ

い
て
も
全
国
と
同
様
の
改
組
が
求
め
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
実
質
と
し
て
は
︑

こ
れ
ま
で
同
様
に
︑
輸
入
代
替
を
め
ざ
す
新
興
企
業
を
率
い
る
権
力
性
商
人

に
よ
る
商
会
運
営
が
続
い
て
い
た
︵
第
四
章
︶
︒
一
九
二
四
年
︑
奉
天
総
商

会
は
︑
吉
林
省
お
よ
び
黒
竜
江
省
の
総
商
会
と
の
連
携
組
織
と
し
て
東
三
省

商
会
聯
合
会
を
発
足
さ
せ
た
︒
こ
れ
も
ま
た
張
作
霖
政
権
を
後
ろ
盾
と
す
る

張
志
良
の
施
策
で
あ
り
︑
東
三
省
に
お
け
る
奉
天
総
商
会
の
優
位
性
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
︵
第
五
章
︶
︒

つ
づ
く
第
二
部
は
︑
奉
天
に
お
け
る
企
業
経
営
の
実
状
を
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
︒
ま
ず
︑
石
田
興
平
の
古
典
的
研
究
に
基
づ
い
て
︑
大
豆
の
集
荷
と

輸
出
︑
綿
布
な
ど
の
輸
入
品
の
販
売
︑
そ
れ
ら
を
機
能
さ
せ
る
金
融
に
つ
い

て
︑
年
代
を
お
っ
て
変
化
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
︵
第
六
章
︶
︒
政
府
系

金
融
機
関
を
代
表
す
る
東
三
省
官
銀
号
は
︑
省
の
官
金
を
扱
う
と
と
も
に
︑

農
村
で
広
く
使
わ
れ
る
奉
天
票
を
発
行
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
は
附
帯
事
業
と

し
て
大
豆
な
ど
の
流
通
に
も
関
与
し
て
利
益
を
あ
げ
て
い
た
︒
そ
れ
だ
け
で

な
く
︑
官
銀
号
に
関
係
す
る
有
力
者
も
大
豆
な
ど
の
取
り
引
き
に
よ
っ
て
資

本
を
蓄
積
し
︑
そ
れ
を
輸
入
代
替
製
造
業
に
投
資
す
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ

た
︵
第
七
章
︶
︒
そ
の
よ
う
な
製
造
業
の
好
例
と
言
え
る
の
が
奉
天
紡
紗
®

で
あ
る
︒
一
九
二
三
年
に
開
業
さ
れ
た
奉
天
紡
紗
®
は
︑
当
初
は
省
財
政
か

ら
多
額
の
出
資
を
受
け
︑
奉
天
省
の
原
棉
を
安
く
購
入
す
る
こ
と
で
経
営
を

軌
道
に
乗
せ
て
い
っ
た
︵
第
八
章
︶
︒
一
九
二
〇
年
代
後
半
期
の
う
ち
不
況

の
時
期
に
お
け
る
企
業
倒
産
に
つ
い
て
見
る
と
︑
零
細
資
本
の
倒
産
が
多
数

あ
り
︑
と
く
に
織
布
な
ど
の
零
細
工
場
が
経
営
を
圧
迫
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
他
方
で
︑
山
東
人
と
し
て
の
同
郷
的
紐
帯
を
維
持
す
る
雑
貨
商
は

比
較
的
安
定
し
た
経
営
を
行
っ
て
い
た
︵
第
九
章
︶
︒

最
後
の
第
三
部
は
︑
慈
善
団
体
の
考
察
に
あ
て
ら
れ
る
︒
棲
流
所
・
貧
民

収
容
所
は
流
入
す
る
貧
民
へ
の
と
り
あ
え
ず
の
対
応
を
す
る
た
め
に
設
置
さ

れ
︑
貧
民
習
芸
所
・
教
養
工
®
は
定
職
を
も
た
な
い
者
に
職
業
教
育
を
施
す

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
施
設
が
受
け
入
れ
た
の
は
︑
浮
浪
し
て

社
会
不
安
を
醸
成
し
か
ね
な
い
と
み
な
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
︵
第
十
章
︶
︒

娼
婦
・
妓
女
︑
そ
し
て
誘
拐
や
家
庭
内
暴
力
の
女
性
被
害
者
を
収
容
し
た
の

が
済
良
所
で
あ
る
︒
女
性
の
言
い
分
が
正
当
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
済
良

所
で
教
育
を
受
け
︑
一
般
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
奉
天
の
場
合

に
は
︑
そ
の
結
婚
相
手
の
な
か
に
公
務
員
が
多
く
み
ら
れ
る
︵
第
十
一
章
︶
︒

以
上
の
よ
う
な
様
々
な
施
設
を
統
合
し
て
い
る
の
が
︑
一
八
九
六
年
に
成
立

し
た
奉
天
同
善
堂
で
あ
る
︒
こ
の
時
点
か
ら
︑
政
府
の
監
督
を
明
確
に
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
経
費
負
担
の
重
さ
か
ら
破
綻
の
危
機
を
迎
え
つ
つ
あ

っ
た
︒
民
国
初
年
に
堂
長
と
な
っ
た
王
有
台
は
政
府
中
枢
に
あ
る
王
永
江
の

支
持
を
受
け
て
︑
同
善
堂
の
改
革
を
進
め
︑
財
政
基
盤
の
健
全
化
に
も
努
め

た
︵
第
十
二
章
︶
︒

終
章
で
は
︑
本
書
の
論
点
を
ま
と
め
た
う
え
で
︑
﹁
移
民
労
働
力
が
産
業

の
成
長
を
支
え
︑
成
長
し
た
産
業
の
富
を
権
力
が
吸
い
上
げ
︑
都
市
イ
ン
フ

書 評
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ラ
も
含
め
た
移
民
社
会
の
整
備
を
行
い
︑
そ
の
繁
栄
が
さ
ら
に
移
民
を
呼
び

よ
せ
た
︒
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
近
代
東
北
地
域
は
成
長
し
続
け
︑
軍
事

力
を
高
め
中
国
に
お
け
る
地
位
を
高
め
た
︒
こ
の
循
環
を
回
す
に
は
政
府
の

介
在
は
避
け
ら
れ
な
い
﹂
︵
本
書
三
〇
九
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
て
︑

﹁
自
発
的
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
公
共
空
間
を
抑
え
こ
む
強
さ
﹂
を
も
っ
た

﹁
権
力
の
強
力
な
指
導
﹂
が
奉
天
の
近
代
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
の
だ

︵
同
前
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
こ
ま
で
︑
本
書
の
豊
富
な
内
容
を
大
筋
の
み
に
着
目
し
て
要
約
し
て
き

た
︒
と
は
い
え
︑
本
書
の
魅
力
は
︑
き
わ
め
て
具
体
的
な
実
例
の
提
示
に
あ

る
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
二
七
年
に
倒
産
し
た
企
業
の
一
覧
︵
本
書
一
九
五

頁
︶
や
済
良
所
の
収
容
者
の
一
覧
︵
本
書
二
四
六
～
二
五
〇
頁
︶
は
︑
前
者

は
文
書
史
料
︑
後
者
は
済
良
所
の
業
務
報
告
書
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
商
会
・
企
業
・
善
堂
の
三
つ
の
組
織
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
︑

奉
天
の
社
会
に
つ
い
て
接
近
す
る
方
法
そ
の
も
の
が
有
効
性
を
発
揮
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
で
は
本
書
の
三
部
構
成
に
お
お
む
ね
即
し
な
が
ら
本

書
の
主
張
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

ま
ず
︑
第
一
部
の
主
題
と
さ
れ
た
商
会
に
つ
い
て
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以

降
の
中
国
近
代
史
研
究
の
な
か
で
大
き
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
も
の
の
︑

今
日
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
明
快
な
歴
史
的
位
置
づ
け
に
至
っ
て
い
な
い
と
︑

私
は
考
え
て
い
る
︒
な
か
で
も
政
権
と
商
会
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
︒
そ
の
ほ
か
に
も
︑

商
会
が
都
市
の
経
済
秩
序
形
成
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
役
割
を
果
た

し
た
の
か
︑
商
会
が
有
資
格
者
の
選
挙
に
よ
っ
て
リ
ー
ダ
ー
を
決
め
る
組
織

原
理
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
民
主
的
な
運
営
と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
︑
商
会

は
如
何
な
る
人
々
の
意
見
を
集
約
し
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
は

誰
な
の
か
な
ど
の
問
い
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
個
別
的
な
実
証
が
深
ま
る
に

つ
れ
て
︑
各
地
の
商
会
の
多
様
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
傾
向
に
あ
る
︒

本
書
の
商
会
に
対
す
る
考
察
は
︑
む
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
研
究
史
を
意
識
し

た
う
え
で
︑
奉
天
総
商
会
に
つ
い
て
具
体
的
に
分
析
す
る
と
い
う
姿
勢
の
も

と
で
行
な
わ
れ
て
い
る
︒
結
論
と
し
て
は
︑
張
作
霖
・
張
学
良
政
権
と
奉
天

総
商
会
の
関
わ
り
が
深
ま
っ
て
い
く
過
程
を
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑

既
存
の
商
会
研
究
と
正
面
か
ら
対
峙
す
る
姿
勢
は
弱
く
︑
奉
天
総
商
会
に
つ

い
て
の
個
別
研
究
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
残
る②
︒

私
が
最
も
興
味
深
く
感
じ
た
の
は
︑
商
会
の
前
身
に
あ
た
る
も
の
と
し
て

登
場
す
る
公
議
会
の
性
格
で
あ
っ
た
︒
奉
天
の
公
議
会
は
消
火
活
動
を
行
う

街
区
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
基
礎
と
し
て
い
て
︑
そ
の
街
区
ご
と
の
代
表
が
集

う
十
六
道
街
公
議
会
が
あ
っ
た
と
い
う
︵
本
書
三
四
頁
︶
︒
そ
も
そ
も
清
代

か
ら
民
国
に
か
け
て
の
都
市
に
つ
い
て
︑
基
層
の
近
隣
組
織
を
ど
の
よ
う
に

考
え
た
ら
よ
い
の
か
︑
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑

治
安
維
持
や
祭
祀
の
た
め
の
近
隣
組
織
と
し
て
幾
つ
か
の
事
例
が
指
摘
さ
れ

て
き
て
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
ら
は
個
々
別
々
の
都
市
が
特
定
の
時
点
で
有
す

る
基
層
組
織
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
も
あ
る③
︒
も
し
十
六
道
街
公
議
会
は
︑
そ

の
名
称
の
と
お
り
十
六
の
基
層
近
隣
組
織
が
代
表
を
出
し
て
運
営
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
奉
天
の
都
市
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
大
い
に
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

し
か
も
︑
こ
の
十
六
道
街
が
商
会
を
組
織
す
る
基
礎
に
あ
っ
た
こ
と
が
重

要
で
あ
ろ
う
︒
本
書
六
九
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
一
九
二
三
年
の
奉
天
総
商
会
の

幹
事
名
簿
か
ら
︑
幹
事
の
選
出
母
体
は
地
縁
的
な
十
六
の
組
織
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
一
九
二
四
年
に
商
会
長
に
当

選
し
た
張
志
良
が
十
六
道
街
に
あ
っ
た
商
会
の
分
会
を
整
理
統
合
し
︑
各
分
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会
の
消
防
組
織
も
総
商
会
の
直
属
と
す
る
改
革
を
行
っ
て
お
り
︑
さ
ら
に
一

九
三
一
年
に
は
同
業
団
体
か
ら
商
会
に
代
表
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
本
書

六
六
頁
︑
八
一
頁
︶
︒

周
知
の
通
り
︑
清
末
に
成
立
し
た
時
点
の
商
会
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に

お
い
て
主
に
同
業
団
体
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ

た
︒
確
か
に
経
済
的
な
力
量
に
応
じ
て
︑
特
定
の
業
種
が
商
会
の
指
導
権
を

掌
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
た
と
し
て
も
︑
奉
天
総
商
会
に
お
け
る
雑

貨
商
の
よ
う
に
一
度
に
多
く
の
幹
事
を
輩
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
︒

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
︑
奉
天
で
は
︑
張
志
良
が
商
会
長
に
な
る
一
九

二
四
年
頃
ま
で
十
六
道
街
と
い
う
消
防
・
近
隣
組
織
が
機
能
し
て
お
り
︑
そ

こ
を
選
出
母
体
と
す
る
代
表
が
商
会
の
運
営
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
著
者
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
張
志
良
の
商
会
改
革
の
意
味
も
︑
都
市

の
基
層
組
織
の
改
変
に
ま
で
至
る
よ
う
な
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
と
理

解
で
き
る
︒

さ
て
︑
第
二
部
の
企
業
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
が
︑
権
力
性
商
人
が
大
豆

な
ど
の
輸
出
に
携
わ
る
こ
と
で
得
た
利
益
が
︑
輸
入
代
替
を
め
ざ
す
新
興
企

業
に
投
資
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
重
要
で
あ
る
︒
詳
細
な
財
務
諸
表

を
提
示
し
た
奉
天
紡
紗
®
の
事
例
分
析
も
意
義
深
い
︵
た
だ
し
︑
作
表
の
過

程
で
多
く
の
不
備
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る④
︶
︒
一
九
二
三
年
に

開
業
し
た
奉
天
紡
紗
®
の
経
営
が
好
調
で
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
︑
資
本
の

過
半
が
省
財
政
か
ら
出
資
さ
れ
た
の
に
加
え
て
民
間
資
本
も
官
主
導
で
集
め

ら
れ
た
こ
と
︑
棉
花
は
奉
天
省
内
で
安
価
に
買
い
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
︑
販
路
は
在
華
紡
と
競
争
し
な
が
ら
東
北
の
広
範
囲
に
市
場
を
確
保
し
て

い
た
が
︑
免
税
措
置
︑
お
よ
び
軍
需
品
の
需
要
と
い
う
政
府
の
影
響
力
に
頼

る
側
面
も
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
輸
入
代
替
工
業
化
が
地
域
経
済
に
果
た

し
た
役
割
で
あ
る
︒
一
九
一
九
年
に
奉
天
紡
紗
®
の
設
立
が
省
議
会
で
提
案

さ
れ
た
際
に
は
︑
外
国
製
品
に
対
抗
し
て
国
産
品
を
製
造
す
る
こ
と
が
目
標

と
さ
れ
て
い
た
︵
一
四
八
頁
︶
︒
し
か
し
︑
結
果
と
し
て
は
一
九
二
〇
年
代

を
通
じ
て
上
海
な
ど
の
綿
工
業
が
発
達
し
て
き
た
の
で
︑
少
な
く
と
も
紡
績

業
に
つ
い
て
奉
天
紡
紗
®
は
む
し
ろ
国
内
他
地
域
の
工
場
を
好
敵
手
と
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
︒
本
書
一
六
〇
頁
に
掲
げ
ら
れ
る
表
�

�
に
よ
れ
ば
東
北
に
お
け
る
綿
糸
の
輸
入
量
と
移
入
量
と
は
︑
い
ず
れ
も

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
減
少
の
傾
向
を
示
し
て
い
る⑤
︒
表
�

�
か
ら
は
︑

内
外
綿
な
ど
奉
天
省
に
あ
る
在
華
紡
と
奉
天
紡
紗
®
の
生
産
梱
数
が
い
ず
れ

も
お
お
む
ね
増
加
の
趨
勢
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
奉
天
省
内
で

生
産
さ
れ
る
機
械
製
綿
糸
を
総
計
し
て
も
ま
だ
国
内
の
他
地
域
か
ら
移
入
さ

れ
る
綿
糸
の
量
に
は
遠
く
及
ば
な
い
程
度
と
は
言
え
る
が
︑
そ
れ
で
も
国
内

の
他
地
域
か
ら
移
入
さ
れ
る
綿
糸
に
対
し
て
︑
奉
天
省
内
の
生
産
に
よ
っ
て

あ
る
程
度
は
対
抗
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑

外
国
製
品
に
対
す
る
輸
入
代
替
と
い
う
よ
り
︑
国
内
の
他
地
域
か
ら
の
移
入

代
替
の
意
味
を
も
つ
工
業
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒

満
洲
事
変
の
後
の
東
北
は
︑
国
内
の
他
地
域
と
の
経
済
的
な
つ
な
が
り
を

弱
め
て
い
く
が
︑
奉
天
省
内
で
の
工
業
化
は
意
図
せ
ず
し
て
そ
の
布
石
と
な

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
︒
著
者
も
﹁
こ
う
し
た
従
来
か
ら
の
奉
天
紡
紗
®
の
事

業
方
針
と
そ
の
経
営
展
開
は
︑
結
果
と
し
て
東
北
を
中
国
か
ら
切
り
離
そ
う

と
い
う
﹁
満
洲
国
﹂
の
方
針
と
適
合
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
﹂
︵
本
書
一

六
一
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒

第
三
部
の
同
善
堂
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
人
の
流
入
す
る
都
市
社
会
に
お

い
て
︑
一
定
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
提
供
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
に
説
得

書 評
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力
が
あ
る
︒

詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
済
良
所
に
つ
い
て
は
﹁
現
代
的
な
表
現
を
す
る

と
女
性
の
シ
ェ
ル
タ
ー
で
あ
る
﹂
︵
二
四
一
頁
︶
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
妓

楼
で
の
虐
待
を
受
け
た
者
︑
家
庭
内
暴
力
を
受
け
た
者
︑
誘
拐
さ
れ
た
者
な

ど
が
救
済
の
対
象
と
な
っ
た
︒
ま
た
長
期
に
収
容
さ
れ
た
者
に
は
教
育
を
施

し
︑
妻
を
求
め
る
男
性
の
希
望
に
応
じ
て
嫁
に
出
す
と
い
う
役
割
を
果
た
し

て
い
た
︒

本
書
二
四
六
～
二
五
〇
頁
の
済
良
所
収
容
者
一
覧
を
見
る
と
︑
地
方
検
察

庁
ま
た
は
高
等
検
察
庁
か
ら
済
良
所
に
送
ら
れ
て
き
た
女
性
が
な
ぜ
相
当
な

人
数
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
︒
検
察
庁
に
身
柄
が
置
か
れ
た
と
い
う

こ
と
は
︑
犯
罪
の
被
疑
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
︑
何
ら
か

の
容
疑
で
警
察
に
逮
捕
さ
れ
送
検
さ
れ
た
者
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
︒
し
か
も
︑
検
察
か
ら
済
良
所
に
移
さ
れ
た
女
性
の
多
く
は
︑
誰
か
の

妻
と
な
っ
て
出
所
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
で
私
が
想
起
す
る
の
は
︑
老
舎
の

短
編
小
説
﹁
月
牙
兒
﹂
で
あ
る
︒
主
人
公
は
北
京
の
娼
婦
で
あ
り
︑
鑑
札
を

持
た
な
い
私
娼
で
あ
っ
た
た
め
︑
警
察
に
と
ら
え
ら
れ
感
化
院
に
入
れ
ら
れ

る
︒
上
田
氏
の
作
成
し
た
表
に
見
ら
れ
る
検
察
か
ら
済
良
所
に
来
た
女
性
も
︑

こ
れ
に
似
た
私
娼
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
老
舎
の
描
く
感

化
院
は
︑
娼
婦
の
更
正
施
設
の
性
格
を
強
く
有
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
い
え
ば
︑
警
察
庁
か
ら
済
良
所
に
一
時
的
に
移
さ
れ
︑
ふ
た
た
び

警
察
庁
に
戻
さ
れ
た
事
例
も
多
い
︵
本
書
二
五
三
頁
︶
︒
そ
の
な
か
に
は
︑

一
九
一
七
年
八
月
五
日
の
よ
う
に
一
度
に
十
名
以
上
が
送
ら
れ
た
特
殊
な
事

態
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
も
︑
自
ら
警
察
に
保
護
を
求
め
た
と
い
う
よ
り
も
︑

何
ら
か
の
形
で
警
察
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
に
思
わ
れ
る
︒

誘
拐
の
場
合
も
あ
れ
ば
駆
け
落
ち
の
場
合
も
あ
っ
た
は
ず
で
︑
お
そ
ら
く
妓

院
も
︑
妓
女
が
逃
亡
し
た
場
合
に
何
ら
か
の
理
由
を
つ
く
っ
て
警
察
を
利
用

し
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
︑
双
方
の
言
い
分
が
大
き

く
食
い
違
う
こ
と
に
な
り
︑
解
決
ま
で
に
時
日
を
要
す
る
こ
と
も
多
い
︒
被

害
者
か
も
し
れ
な
い
女
性
を
警
察
署
に
留
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑

ひ
と
ま
ず
身
柄
を
預
か
る
施
設
と
し
て
済
良
所
が
活
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る⑥
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
済
良
所
が
警
察
や
検
察
と
密
接
に
連
携
し
て
い
た
こ

と
は
本
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
︑
他
方
で
同
善
堂
の
な
か
で
貧
民
収
容
に
関

わ
る
諸
施
設
も
治
安
維
持
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
﹁
同
善
堂
は
政
府
が
行
政
か
ら
切
り
離
し
て
活
動
さ
せ
た
外
郭

団
体
と
も
い
え
る
﹂
︵
本
書
二
九
六
頁
︶
と
い
う
の
は
︑
妥
当
な
結
論
と
し

て
首
肯
で
き
る
︒

こ
れ
と
も
深
く
関
係
す
る
が
︑
本
書
全
体
の
結
論
と
し
て
﹁
奉
天
に
お
い

て
近
代
は
権
力
の
強
力
な
指
導
抜
き
に
し
て
語
れ
な
い
﹂
︵
三
〇
九
頁
︶
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
二
〇
世
紀

に
入
っ
て
顕
著
な
動
態
を
示
し
た
奉
天
社
会
の
特
殊
な
状
況
が
も
た
ら
し
た

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
私
見
で
は
︑
行
政
権
力
が
社
会
経
済
に
大
き
く
作
用

す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
︑
近
代
世
界
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ

の
点
で
奉
天
の
特
殊
性
を
本
書
が
指
摘
す
る
の
に
は
違
和
感
が
あ
る
︒
む
し

ろ
︑
本
書
が
︑
と
き
ど
き
言
及
す
る
奉
天
の
地
域
主
義
こ
そ
が
最
も
面
白
い
︒

そ
れ
は
︑
南
京
国
民
政
府
に
よ
る
商
会
再
編
政
策
を
骨
抜
き
に
す
る
瀋
陽
市

商
会
の
態
度
で
あ
り
︑
ま
た
国
産
品
愛
用
と
称
し
な
が
ら
実
は
上
海
な
ど
の

工
業
化
に
対
抗
す
る
結
果
に
な
っ
た
産
業
政
策
で
あ
る
︒
移
民
か
ら
成
る
社

会
に
お
け
る
地
域
主
義
の
形
成
と
い
う
問
題
を
考
え
る
の
に
︑
奉
天
は
好
適

な
事
例
を
提
供
す
る
と
も
思
わ
れ
る
︒
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著
者
の
問
題
意
識
と
し
て
︑
奉
天
は
﹁
中
国
人
社
会
の
一
筋
縄
で
は
い
か

な
い
実
力
を
ひ
し
ひ
し
と
日
本
人
に
感
じ
さ
せ
て
い
た
存
在
﹂
︵
一
〇
頁
︶

で
あ
り
︑
そ
れ
も
一
つ
の
理
由
と
な
っ
て
満
洲
国
の
首
都
と
し
て
は
奉
天
で

は
な
く
長
春
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な

﹁
中
国
人
社
会
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
実
力
﹂
は
著
者
に
と
っ
て
は
奉
天

の
個
性
を
考
え
る
手
が
か
り
で
あ
ろ
う
が
︑
実
は
そ
の
﹁
実
力
﹂
の
拠
っ
て

き
た
る
と
こ
ろ
の
解
明
は
︑
中
国
近
代
史
研
究
に
と
っ
て
基
本
的
な
課
題
で

あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒

①

実
際
に
は
︑
さ
ら
に
複
雑
な
経
緯
が
あ
る
︒
本
書
の
序
章
を
参
照
の
こ
と
︒

②

私
見
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
商
会
研
究
に
お
け
る
問
い
の
立
て
方
が
十
分
に
適
切

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
あ
る
︒
本
書
の
姿
勢
も
︑
も
し
か
す
る
と

私
と
同
様
の
見
解
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

③

今
堀
誠
二
﹃
北
平
市
民
の
自
治
構
成
﹄
︵
文
求
堂
︑
一
九
四
七
年
︶
︒
陳
克
﹁
十

九
世
紀
末
天
津
民
間
組
織
与
城
市
控
制
管
理
系
統
﹂
︵
﹃
中
国
社
会
科
学
﹄
一
九
八

九
年
六
期
︶
︒
M
ingm
ing
W
ang,“Place,A
dm
inistration,and
T
erritorial

C
ults
in
Late
Im
perial
C
hina
:
A
C
ase
Study
from
South
F
ujian,”

L
ate
Im
perial
C
hina,
V
ol.16,
N
o.1,1995.

④

た
と
え
ば
︑
一
七
一
頁
の
貸
借
対
照
表
で
は
︑
固
定
資
産
と
流
動
資
産
を
分
け

る
線
を
引
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
う
し
な
い
と
下
段
の
﹁
流
動
資
産
計
﹂
が

何
を
合
計
し
た
も
の
か
︑
誤
解
し
や
す
い
︒
ま
た
︑
利
益
は
一
七
一
頁
に
一
回
︑

一
七
三
頁
に
二
回
記
さ
れ
て
お
り
︑
や
は
り
難
解
に
感
じ
ら
れ
る
︒

⑤

こ
の
表
は
単
位
表
示
を
欠
い
て
い
る
が
︑
綿
糸
な
の
で
梱
で
あ
ろ
う
︒

⑥

な
お
︑
上
海
や
天
津
の
類
似
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
R
uth

R
ogaski,“B
eyond
B
enevolence
:
A
C
onfucian
W
om
en̓
s
Shelter
in

T
reaty-Port
C
hina,”
Journal
of
W
om
en̓
s
H
istory,
vol.8,
no.4,1997.

岩
間
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﹁
民
国
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公
共
性
を
め

ぐ
っ
て
﹂
︵
﹃
社
会
経
済
史
学
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六
六
巻
五
号
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二
〇
〇
一
年
︶
︒

︵
Ａ
L
判

三
六
七
頁

二
〇
一
八
年
二
月

京
都
大
学
学
術
出
版
会
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円
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学
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学
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系
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教
授
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