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近
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二
〇

曽
　
　
田
　
　
三

は

　

じ

　

め

　

に

本
報
告
の
課
題
は
、
洋
務
政
策
が
中
国
の
資
本
主
義
化
に
は
た
し
た
役
割
を

①
・

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
洋
務
政
策
に
お
け
る
非
軍
事
的
な

産
業
の
移
植
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
第
一
に
、
そ
れ
を
実
行
し
た
洋
務
派
官
僚

の
意
図
、
第
二
に
、
当
時
の
中
国
社
会
に
お
け
る
そ
の
客
観
的
意
義
、
そ
し
て

第
三
に
、
所
謂
改
良
主
義
者
の
洋
魂
政
策
批
判
と
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る

日
清
戦
争
後
の
洋
務
派
系
官
僚
の
産
業
振
興
策
、
の
三
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に

か
け
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
、
中
国
に
お
け
る
洋
務
政
策
研
究
に
つ
い
て
ふ
れ
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
主
要
な
研
究
お
よ
び
論
争
点
に
つ
い
て
は
、
林
聖
二
氏

の
整
理
が
参
考
に
な
る
車
中
国
で
の
洋
務
政
策
研
究
は
、
個
別
の
官
督
商
蜘

企
業
の
内
部
分
析
に
主
要
な
努
力
を
は
ら
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
官
督
商
耕
企

業
に
お
け
る
洋
務
派
官
僚
の
規
制
と
民
間
資
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
で

あ
り
、
ま
た
資
本
の
原
始
的
蓄
積
に
関
し
て
研
究
さ
れ
た
内
容
も
、
主
要
に
は

官
督
商
耕
企
業
に
投
資
し
た
社
会
層
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

林
要
三
氏
は
、
洋
務
政
策
研
究
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
中
国
に
お
け
る
資

本
の
原
始
的
蓄
積
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
賃
労
働
者
の
創
出
過
程
の
分
析

が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
官
督
商
耕
企
業
そ
の
も
の
の
分
析

は
、
洋
務
政
策
研
究
の
一
つ
の
重
要
な
点
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
。
し
か
し

同
時
に
、
個
々
の
企
業
形
態
は
と
も
か
く
と
し
て
、
洋
務
派
官
僚
に
よ
っ
て
資

本
主
義
的
生
産
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
の
、
当
時
の
中
国
社
会
に
お
け
る
客
観
的

な
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

註
①
　
「
洋
務
政
策
」
と
い
う
表
現
は
、
杭
山
葵
氏
の
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
「
洋
務
運
動
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
内
容
は
、
清
朝

政
権
に
外
か
ら
は
た
ら
き
か
け
て
実
行
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
清
朝
政
権

内
の
官
僚
が
実
行
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
運
動
」
と
い
う
よ
り
は

「
政
策
」
と
い
う
表
現
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

里
井
彦
七
郎
氏
は
、
中
国
資
本
主
義
の
発
生
、
発
展
過
程
を
、
洋
務
派

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
「
買
桝
的
官
僚
資
本
主
義
」
の
発
生
、
発
展
過
程

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
特
質
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
化
は



近
代
化
と
は
い
え
な
い
と
し
た
(
『
近
代
中
国
に
お
け
る
民
衆
運
動
と
そ
の

思
想
』
序
垂
)
。
し
か
し
、
里
井
説
で
は
、
第
一
に
、
近
代
中
国
に
お
い

て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
は
た
し
た
客
観
的
な
役
割
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
、
第
二
に
、
里
井
氏
が
重
視
し
た
近
代
中
国
の
民
衆
の
、
生

産
者
と
し
て
の
存
在
形
態
が
不
明
確
に
な
る
。

②
　
林
要
三
「
中
国
歴
史
学
界
に
お
け
る
洋
魂
運
動
研
究
」
　
歴
史
学
研
究

三
一
一
号
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
官
督
商
耕
企
業
と
し
て
創
設
さ
れ
る
、
洋
務
派
官
僚
に
よ

る
非
軍
事
的
な
産
業
の
移
植
の
意
図
か
ら
考
え
て
み
る
。

洋
務
派
官
臆
は
、
太
平
天
国
等
の
民
衆
運
動
の
弾
圧
に
よ
っ
て
政
界
に
登
場

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
太
平
天
国
弾
圧
後
、
彼
ら
が
第
一
の
課
題
と
し
て
着
手

し
た
の
は
軍
事
力
の
強
化
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
m
I
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら

の
兵
器
の
購
入
と
国
内
へ
の
軍
事
産
業
の
移
植
で
あ
る
。
こ
の
洋
務
派
に
よ
る

軍
事
産
業
移
植
の
特
徴
の
一
つ
を
、
牟
安
世
氏
は
「
封
建
割
拠
性
」
と
表
現
し

①

て
い
る
。
当
時
、
購
入
あ
る
い
は
生
産
し
た
兵
器
の
不
統
一
が
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
た
が
、
非
体
系
的
な
洋
務
派
官
僚
個
々
に
よ
る
軍
事
産
業
の
移
植

は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
非
軍
事
的
産
業
の
移
植
の
あ
り
方
を
強
く
規
定
し
て
い

た
。洋

務
派
の
非
軍
事
的
産
業
移
植
の
意
図
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
材
料

と
し
て
、
も
っ
と
も
初
期
の
官
督
南
郷
企
業
で
あ
る
輪
船
招
商
局
と
開
平
礪
務

局
を
と
り
あ
げ
る
。
太
平
天
国
弾
圧
後
、
清
朝
は
軍
事
費
の
節
減
に
着
手
し
、
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そ
の
影
響
は
推
軍
等
の
軍
隊
だ
け
で
な
く
、
洋
務
派
の
移
植
し
た
軍
事
産
業
に

ま
で
お
よ
ん
だ
。

軍
事
産
業
の
中
で
も
と
く
に
非
難
が
集
中
し
た
の
は
、
多
額
の
経
費
を
要
し

な
が
ら
あ
ま
り
成
績
の
あ
が
ら
な
い
江
南
製
造
局
や
福
州
船
政
局
に
お
け
る
兵

船
の
建
造
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
八
七
〇
年
代
の
は
じ
め
頃
、
財
政
支

出
節
減
を
理
由
に
、
福
州
船
政
局
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
議
論
と
し
て
あ
ら
わ

れ
た
。
清
朝
は
こ
う
し
た
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
李
鴻
茸
に
、
停
止
で
き
な
い
よ

う
な
ら
船
政
局
の
維
持
を
可
能
に
す
る
方
策
を
提
示
す
る
よ
う
命
令
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
李
鴻
章
は
二
点
の
方
策
を
提
起
し
て
い
る
。
一
点
は
、
江
南

製
造
局
と
同
様
、
福
州
船
政
局
で
も
兵
船
と
同
時
に
商
船
も
建
造
さ
せ
、
そ
の

商
船
を
民
間
の
資
本
で
創
設
す
る
汽
船
会
社
に
貸
し
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
も

う
一
点
は
、
鉄
と
石
炭
の
自
給
で
あ
や
こ
の
李
鴻
章
の
方
策
は
、
前
者
が
輪

船
招
商
局
、
後
者
が
開
平
疏
務
局
の
創
設
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
招
商
局
は
清
朝
の
財
政
支
出
以
外
の
収
入
源
を
得
る
と
い
う

点
に
お
い
て
、
ま
た
開
平
硯
務
局
は
財
政
支
出
の
節
減
と
い
う
点
に
お
い
て
、

軍
事
産
業
を
維
持
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
洋
務
派
に

よ
る
非
軍
事
的
産
業
移
植
の
意
図
は
、
他
の
企
業
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
の

で
あ
り
、
た
と
え
は
張
之
洞
の
開
設
し
た
湖
北
織
布
局
、
紡
紗
局
も
招
商
局
と

同
様
に
軍
事
工
場
の
経
費
補
填
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

洋
務
派
に
よ
る
非
軍
事
的
産
業
の
移
植
は
、
様
々
な
面
に
お
い
て
軍
事
産
業

と
の
関
連
が
深
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
軍
事
産
業
そ
の
も
の
が
、
国
家

の
体
系
的
な
政
策
と
し
て
で
は
な
く
、
洋
務
派
官
僚
個
々
の
政
策
と
し
て
移
植

二
一
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さ
れ
る
と
い
う
性
格
が
強
く
、
従
っ
て
非
軍
事
的
産
業
の
軍
事
産
業
補
完
と
小

う
役
割
は
極
め
て
直
接
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
非
軍

事
的
産
業
に
お
け
る
個
々
の
企
業
に
対
す
る
洋
務
派
の
監
督
は
強
固
に
維
持
さ

れ
わ
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
官
督
商
班
と
い
う
企
業
形
態
が
導

入
さ
れ
た
原
田
が
あ
る
。

官
督
商
耕
企
業
は
、
・
民
間
か
ら
の
投
資
と
官
金
の
貸
し
つ
け
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
た
。
官
金
貸
し
っ
け
額
の
民
間
投
資
に
対
す
る
割
合
は
各
企
業
や
時

期
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
官
金
貸
し
っ
け
顔
が
民
間
投
資
を
う
わ
ま
わ
っ
た
の

は
招
商
局
だ
け
で
あ
り
、
上
海
機
器
織
布
局
で
は
民
間
投
資
の
半
分
弱
、
開
平

疏
務
局
の
官
金
貸
し
っ
け
街
に
い
た
っ
て
は
散
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
こ
れ
ら
官
督
商
班
企
業
に
は
、
多
額
の
民
間
か
ら
の
投
資
が
あ
っ

た
。民

間
に
お
い
て
投
資
し
た
社
会
層
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
に
中
国
の
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

招
商
局
や
開
平
疎
務
局
の
資
本
募
集
に
は
唐
廷
枢
や
徐
潤
が
、
織
布
局
の
資
本

募
集
に
は
鄭
観
応
が
活
躍
し
て
い
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
月
餅
や
外
国
貿
易
に

か
か
わ
る
大
商
人
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
開
港
地
、
と
り
わ
け
上
海
や

広
東
に
お
い
て
外
国
貿
易
に
関
係
し
て
い
た
大
商
人
の
投
資
が
多
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
海
機
器
織
布
局
が
焼
失
し
た
後
、

李
鴻
茸
の
命
令
で
あ
ら
た
に
紡
織
工
場
の
建
設
に
あ
た
っ
て
い
た
盛
宜
懐
が
、

上
海
で
外
国
商
品
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
商
人
の
団
体
で
あ
る
洋
貨
公
所
所
属
貝

に
投
資
を
す
す
め
て
い
た
事
実
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
官
沓
商
耕
企
業
に
は
民
間
、
と
り
わ
け
開
港
地
大
商
人
か
ら

二
二

の
投
資
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
官
督
商
桝
と
い
う
企
業
形
態
と
、
民
間
か
ら
投

資
さ
れ
た
資
本
と
の
関
係
は
、
次
に
指
摘
す
る
官
督
商
耕
企
業
の
も
つ
二
つ
の

側
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
官
督
商
脚
企
業
に
は

洋
務
派
官
僚
の
強
い
監
督
、
干
渉
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
招
商
局
に
つ
い
て
い

え
ば
、
創
設
の
理
由
か
ら
考
え
て
、
商
船
の
購
入
や
借
り
受
け
に
は
洋
務
派
官

僚
の
規
制
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
開
平
礪
務
局
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
「
章

程
」
に
お
い
て
明
確
に
、
採
掘
さ
れ
た
石
炭
の
軍
事
工
場
や
招
商
局
へ
の
優
先

的
供
給
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
後
に
述
べ
る
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
洋
務
派
の
監
督
・
干
渉
は
、
民

間
か
ら
の
投
資
を
消
極
化
さ
せ
た
。
開
平
疏
務
局
の
当
初
の
計
画
は
、
石
炭
・

鉄
の
採
掘
か
ら
精
錬
ま
で
を
含
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
実
際
に
は
資
金

の
不
足
か
ら
石
炭
の
採
掘
の
み
に
縮
少
し
て
開
設
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
唐
廷

相
や
徐
潤
が
、
官
督
商
蜘
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
投
資
者
の
経
営
参
加
を
尊
重

す
る
と
、
実
質
「
商
桝
」
を
強
調
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
か
ら
の
投
資
が
進

③

ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
上
海
機
器
織
布
局
が
計
画
立
案
か
ら
操
業
開
始

ま
で
に
長
い
年
月
を
要
し
た
の
も
、
企
業
形
態
か
ら
く
る
民
間
か
ら
の
投
資
の

不
振
に
よ
る
資
金
不
足
が
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
二
に
は
、
官
督
商
餅
企
業
に
は
様
々
な
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
招
商
局
に
つ
い
て
い
え
は
、
江
薪
両
省
か
ら
の
漕
米
輸
送
の
特
権
で
あ

る
。
こ
の
招
商
局
に
し
ろ
、
開
平
礪
務
局
に
し
ろ
、
政
府
需
要
の
割
り
あ
て
と

い
う
特
権
が
無
け
れ
ば
、
当
時
の
中
国
社
会
に
お
い
て
は
維
持
し
て
行
く
の
が

困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
海
機
器
織
布
局
に
は
専
利
権
が
与
え
ら



れ
て
い
た
。

.
官
督
商
持
企
業
は
、
軍
事
産
業
の
直
接
的
補
完
を
意
図
し
て
創
設
さ
れ
た
が

故
に
、
洋
訪
派
官
度
の
強
い
監
督
・
干
渉
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、
官
督
商
卵
企

業
を
で
き
る
だ
け
確
実
に
維
持
す
る
た
め
に
、
洋
務
派
官
僚
は
特
権
を
付
与
し

保
護
し
た
の
で
あ
る
。
監
督
・
干
渉
と
保
護
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
開

港
地
大
商
人
に
よ
っ
て
官
督
商
班
企
業
に
投
資
さ
れ
た
資
本
は
、
そ
の
再
生
産

道
程
に
お
い
て
自
律
的
に
機
能
し
得
な
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

官
僚
資
本
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
洋
務
派
は
官
督
商
跡

形
能
だ
お
い
て
官
僚
資
本
を
育
成
し
、
軍
事
産
業
の
直
接
的
補
完
と
し
て
非
軍

事
的
な
産
業
を
移
植
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

註
①
　
牟
安
世
『
洋
務
運
動
』
　
八
〇
頁
。

②
　
票
議
製
造
輪
船
未
可
裁
撒
招
　
同
治
一
一
年
五
月
一
五
日
　
『
李
粛
毅

伯
奏
議
』
巻
四
。

③
　
巾
報
光
堕
二
年
一
二
月
一
九
日
、
光
緒
四
年
二
月
初
五
日
。

二

洋
務
派
官
僚
に
よ
る
非
軍
事
的
産
業
の
移
植
は
、
当
時
の
中
国
社
会
に
い
か

な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
考
え
て
み
ょ
う
。

中
国
で
は
、
一
八
七
〇
年
代
頃
か
ら
民
族
資
本
の
形
成
が
始
ま
っ
て
い
た
。

具
体
的
に
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
広
東
や
上
海
に
お
け
る
製
糸

業
、
上
海
に
お
け
る
製
粉
業
等
に
お
い
て
そ
れ
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
民
族

資
本
に
よ
る
近
代
産
業
の
発
生
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
在
来
の
産
業

洋
務
政
策
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

の
中
か
ら
成
長
し
て
来
た
の
で
は
な
く
、
移
植
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
民
族
資
本
に
よ
る
産
業
の
移
植
と
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
研
究

が
乏
し
い
が
、
広
東
の
製
糸
業
に
つ
い
て
は
鈴
木
智
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
、

⑳

そ
れ
を
参
考
に
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
広
東
の
珠
江
デ
ル
タ
地
帯
は
、
従
来
か

ら
農
村
家
内
手
工
業
と
し
て
の
製
糸
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
こ
に
.
お
い
て
生
産

さ
れ
た
手
繰
糸
を
使
っ
た
都
市
の
絹
紙
業
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代

に
な
っ
て
、
こ
こ
に
輸
出
用
生
糸
の
生
産
を
目
的
に
し
た
「
機
械
製
糸
業
」
が

移
植
さ
れ
、
一
八
七
四
年
に
は
工
場
数
四
、
一
八
九
〇
年
に
は
工
場
数
一
〇
を

数
え
て
い
る
。

こ
の
「
機
械
製
糸
業
」
の
移
植
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
、

デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
家
内
製
糸
業
の
解
体
が
始
ま
り
、
農
民
は
手
繰
糸
生
産

を
放
棄
し
て
養
蚕
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
余
剰
労
働
力
と
な
っ
た
婦
女
子

は
製
糸
工
場
の
女
工
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
過
程

は
簡
単
に
進
展
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
製
糸
工
場
の
開
設
に
は
当
初
か
ら
様
々

な
妨
害
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
八
八
一
年
に
な
っ
て
つ
い
に
手
繰
糸
生

産
の
減
少
、
騰
血
只
に
怒
っ
た
三
千
人
に
及
ぶ
絹
紙
業
職
人
が
、
南
海
県
に
あ
っ
た

製
糸
工
場
の
打
壊
し
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
南
海
県
の
製
糸
工
場
は
、

当
県
知
県
に
よ
っ
て
一
斉
に
封
鎖
の
命
令
を
う
け
る
と
い
う
事
態
に
渦
過
せ
わ

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
広
東
製
糸
業
の
展
開
過
程
に
関
す
る
鈴
木
氏
の
研
究
か
ら
、
当
面
次
の

二
点
に
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
農
村
家
内
手
工
業
を
中
心
に

し
た
在
来
産
業
の
解
体
の
進
展
無
し
に
は
民
族
資
本
の
形
成
は
あ
り
得
な
か
っ

た
こ
と
、
第
二
に
、
在
来
産
業
解
体
の
進
展
に
は
、
当
時
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う

二
三



洋
務
政
策
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

と
す
る
政
治
力
が
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

一
八
七
〇
年
代
か
ら
、
困
難
な
条
件
に
遭
遇
し
っ
つ
民
族
資
本
の
形
成
が
始

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
洋
務
政
策
に
お
け
る
非
軍
事
的
な

産
業
の
移
植
は
、
客
観
的
に
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
、
洋
務
派
が
移
植
な
い
し
は
移
植
し
よ
う
と
し
た
個
別
の
産
業
部
門
に
即
し

て
考
え
て
み
る
。

<
運
輸
業
>

官
督
商
耕
企
業
と
し
て
最
初
に
創
設
さ
れ
た
の
が
輪
船
招
商
局
で
あ
る
。
中

国
で
は
従
来
か
ら
河
遅
・
海
運
に
民
船
業
が
活
躍
し
て
い
た
。
一
口
に
民
船
と

い
っ
て
も
大
き
さ
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
っ
た
。
河
川
運
輸
を
担
う
民
船
の
平

均
的
な
も
の
は
、
一
〇
ト
ソ
か
ら
一
〇
数
ト
ン
程
度
で
、
乗
組
員
は
七
人
程
度

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
沿
岸
航
路
の
海
運
を
担
う
沙
船
の
よ
う
な
民
船
は

大
き
く
、
数
百
ト
ン
に
及
ん
や
従
っ
て
乗
組
員
も
数
十
人
に
の
ぼ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
小
さ
な
民
船
の
場
合
は
船
の
所
有
者
自
身
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
一
般
に
民
船
乗
組
員
の
大
部
分
は
農
業
と
兼
業
し
て
い
た
。
従
っ

て
乗
組
員
は
長
期
・
短
期
の
晨
村
か
ら
の
出
稼
労
働
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ

③
入
ノ
0

と
こ
ろ
で
、
以
下
に
述
べ
る
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
洋
務
派
に

ょ
る
産
業
移
植
に
は
清
朝
内
部
に
根
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
共
通
し
て

在
来
産
業
解
体
へ
の
憂
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。

招
商
局
は
開
設
当
初
か
ら
特
権
と
し
て
、
江
新
か
ら
天
津
へ
の
漕
米
輸
送
権

が
李
鴻
章
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
輸
送
量
は
江
漸
か
ら
の
漕
米
の

ほ
ぼ
半
分
が
わ
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
漕
米
の
海
運
を
担

二
四

っ
て
い
た
抄
船
業
者
の
と
り
あ
つ
か
い
量
の
減
少
を
意
味
し
た
。
沙
船
菜
は
す

で
に
外
国
汽
船
の
運
行
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
て
お
り
、
李
鴻
章
は
、
威
豊
年

間
に
は
二
千
隻
あ
っ
た
沙
船
が
、
外
国
汽
船
の
運
行
に
よ
る
打
撃
か
ら
同
治
一

一
年
現
在
で
四
百
隻
に
減
少
し
、
漕
米
輸
送
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、

招
商
局
の
漕
米
輸
送
を
正
当
化
し
て
い
た
。

外
国
汽
船
の
運
行
に
加
え
て
、
招
商
局
の
開
設
は
沙
船
業
に
二
重
の
打
撃
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
清
朝
内
部
に
お
け
る
沙
船
業
維
持
の

立
場
か
ら
の
招
商
局
非
難
に
対
し
て
、
李
鴻
章
は
先
の
よ
う
な
沙
船
某
の
現
状

を
前
提
と
し
、
外
国
汽
船
の
運
行
と
中
国
商
人
の
そ
の
利
用
を
禁
止
で
き
な
い

な
ら
、
招
商
局
の
活
動
を
禁
止
す
る
理
由
が
な
い
と
答
え
て
い
響
李
鴻
章
は
、

招
商
局
の
開
設
に
あ
た
っ
て
、
「
洋
商
の
利
権
を
分
つ
」
こ
と
を
強
調
し
て
い

た
が
、
利
権
の
保
持
と
い
う
名
目
に
お
い
て
沙
船
業
の
存
在
は
切
り
す
て
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
招
商
局
は
漕
米
輸
送
だ
け
に
あ
た
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と

く
に
一
八
七
七
年
に
ア
メ
リ
カ
資
本
の
旗
昌
洋
行
の
汽
船
と
附
属
施
設
を
買
収

し
て
か
ら
は
、
一
般
貨
物
の
輸
送
が
急
速
に
増
大
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当

時
の
招
商
局
の
主
要
な
航
路
は
、
上
海
-
天
津
問
の
海
運
と
、
上
海
-
浜
口
問
の

河
運
の
二
航
路
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
招
商
局
は
、
外
国
汽
船
会
社
の
運
賃
値
下

げ
を
含
む
敦
し
い
競
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
在
来
民
船

業
に
と
っ
て
一
層
の
打
撃
に
な
り
、
民
船
業
の
労
働
者
は
農
菜
と
の
兼
業
を
他

に
も
と
め
わ
は
な
ら
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
河
川
の
場
合
、

汽
船
の
運
行
に
は
限
界
が
あ
り
、
打
撃
を
強
く
う
け
た
の
は
海
運
と
、
河
選
で

は
長
江
中
下
流
域
の
民
船
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。



招
両
局
に
お
い
て
、
第
一
投
で
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た
圧
延
相
や
徐
溝
は
、

民
鉛
菜
の
解
体
に
つ
い
て
、
曾
国
語
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
時
勢
の
し
か

ら
し
む
る
」
も
の
と
し
て
い
た
が
、
一
八
八
二
年
頃
に
は
、
上
海
の
大
南
業
資

本
家
業
戌
忠
が
両
江
監
督
に
対
し
て
、
民
船
業
の
衰
退
と
招
商
局
の
繁
栄
か
ら
、

汽
船
の
任
位
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
、
上
海
の
沙
船
業
の
改
革
を
す
す
め

6

る
よ
う
に
進
言
す
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
李
鴻
章
に
よ
る

拾
船
招
商
局
の
創
設
は
、
在
来
民
船
業
の
解
体
を
促
進
し
、
運
輸
業
の
改
革
を

強
制
す
る
一
つ
の
条
件
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
輪
業
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
鉄
道
問
題
が
重
要
で
あ
る
が
、
洋
務
政
策

期
に
は
、
鉱
山
開
発
に
付
随
し
た
短
い
鉄
道
し
か
敷
設
さ
れ
て
い
な
い
た
め
こ

こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
た
だ
当
時
鉄
道
敷
設
問
題
に
か
ら
ん
で
、
在
来
運
輸
業
に

関
す
る
李
鴻
章
の
興
味
あ
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
紹
介

し
て
お
く
。

李
鴻
苛
は
一
八
八
七
年
に
天
津
鉄
路
公
司
を
組
織
し
、
天
津
-
通
州
問
に
鉄

道
を
敷
設
す
る
計
画
を
た
て
た
が
、
こ
の
時
に
も
在
来
運
輸
業
へ
の
打
撃
を
恐

れ
る
声
が
清
朝
内
部
に
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
李
鴻
章
は
次
の
よ
う
な
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
在
来
の
水
上
・
陸
上
の
運
輸
業
の
労
働
力
は
、
い
ず
れ
も
農

閑
期
の
余
剰
労
働
力
で
あ
り
、
農
民
に
と
っ
て
は
生
活
の
部
分
的
補
助
と
い
う

意
味
し
か
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
が
打
撃
を
う
け
た
と
し
て

⑤

も
、
農
業
生
産
に
は
何
の
影
響
も
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

李
鴻
章
は
農
民
の
従
来
の
農
業
以
外
の
労
働
の
場
の
喪
失
を
公
然
と
認
め
て
い

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

<
綿
紡
織
業
>

洋
務
政
策
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

中
国
に
お
け
る
最
初
の
機
械
制
綿
紡
織
工
場
が
、
李
鴻
章
が
創
設
し
た
上
海

機
器
織
布
局
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
張
之
洞
が
湖
北
織
布
局
を
開
設
し
、
上
海
機

器
織
布
局
焼
失
後
一
八
九
五
年
ま
で
に
、
上
海
に
は
四
つ
の
紡
織
・
紡
括
工
場

が
閲
か
れ
て
い
る
。
上
海
機
器
織
布
局
は
、
計
画
立
案
か
ら
操
業
開
始
ま
で
に

十
年
近
い
年
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う

に
企
業
形
態
と
民
間
投
資
と
の
問
に
矛
盾
が
あ
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
綿
紡
織

業
が
農
村
家
内
手
工
業
と
し
て
最
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

に
機
械
制
綿
紡
織
工
場
の
建
設
に
は
清
朝
内
部
で
も
と
り
わ
け
抵
抗
が
強
か
っ

た
こ
と
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

上
海
機
器
織
布
局
の
計
画
が
具
体
化
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
申
報
」

は
、
す
で
に
軍
事
工
場
の
建
設
や
鉱
山
の
開
発
に
着
手
し
て
い
る
の
に
、
政
治

当
局
者
の
中
に
綿
織
工
場
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、

い
ろ
い
ろ
と
妨
害
す
る
議
論
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
、
綿
紡
織
工
場
の
建
設
に

対
し
て
、
清
朝
内
部
に
お
け
る
抵
抗
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
や
事

実
、
上
海
機
器
織
布
局
の
建
設
過
程
で
も
妨
害
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
李
鴻
章
は

鄭
観
応
に
対
し
て
、
非
難
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
工
場
建
設
を
進
め
る
よ
う
に

⑬

命
令
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
非
難
を
か
わ
す
た
め
に
、
紡
織
工
場
の
建
設
は
決
し
て
手
工
綿
紡

織
業
の
利
益
を
奪
う
も
の
で
は
な
く
、
外
国
綿
製
品
と
対
抗
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
李
鴻
章
や
張
之
洞
は
、
外
国
綿
製
品
の
輸

入
が
増
大
し
て
い
る
原
因
を
、
機
概
制
生
産
に
よ
る
製
品
価
格
の
安
さ
に
も
と

め
、
中
国
が
外
国
綿
製
品
に
対
抗
し
て
「
利
を
分
つ
」
あ
る
い
は
「
利
を
保
つ
」

た
め
に
は
、
自
ら
が
そ
れ
を
移
植
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
ま
た

二
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上
海
機
器
織
布
局
の
「
章
程
」
叙
文
は
、
外
国
蘭
製
品
の
侵
入
に
よ
っ
て
す
で

に
家
内
綿
紡
織
業
が
打
撃
を
う
け
始
め
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
機
器
織

布
局
が
「
分
つ
と
こ
ろ
の
も
の
は
外
洋
の
利
で
あ
っ
て
、
小
民
の
利
で
は
な

⑨

い
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
は
、
上
海
や
湖
北
に
綿
紡
織
工
場
が
開
設
さ
れ
て
も
、
外
国
綿
製

品
の
輸
入
は
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一
層
増
大
し
っ
づ
け
た
の
で
あ
り
、
外
国

綿
製
品
に
対
抗
す
る
と
い
う
名
目
で
の
国
内
に
お
け
る
機
械
制
綿
紡
織
工
場
の

創
設
は
、
在
来
の
農
村
家
内
綿
紡
織
業
の
解
体
を
促
進
す
る
役
割
を
は
た
し
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

上
海
や
湖
北
の
工
場
は
い
ず
れ
も
織
布
局
と
い
う
名
称
に
な
っ
て
い
る
が
、

実
際
に
収
益
を
あ
げ
た
の
は
一
四
、
五
番
手
の
太
糸
を
生
産
す
る
紡
績
部
門
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
工
場
の
拡
張
に
あ
た
っ
て
は
、
李
鴻
章
・
張
之
洞
と
も
に
紡

織
部
門
を
重
視
し
た
し
、
そ
の
後
の
機
械
制
綿
紡
織
業
も
紡
績
部
門
を
中
心
に

発
達
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
で
は
一
八
七
〇
年
、
八
〇
年
代
か
ら
外
国
綿
製
品
の
輸
入

が
急
速
に
増
大
し
て
い
た
。
と
く
に
綿
糸
の
輸
入
の
増
大
が
著
し
か
っ
た
。
外

国
綿
糸
輸
入
の
増
大
は
、
在
来
の
手
紡
糸
生
産
に
打
撃
を
あ
た
え
て
農
村
の
手

紡
糸
生
産
と
手
織
綿
布
生
産
の
分
離
を
促
進
し
、
在
来
手
紡
糸
と
機
械
糸
の
混

織
に
よ
る
、
あ
る
い
は
機
械
糸
だ
け
を
使
っ
た
手
織
綿
布
生
産
が
、
農
村
の
手

工
業
と
し
て
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。

だ
が
、
在
来
の
農
村
綿
紡
織
業
は
外
国
綿
製
品
の
流
入
に
よ
っ
て
一
挙
に
解

体
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
契
石
川
氏
は
、
農
村
の
手
紡
糸
生
産
が
機
械
糸
の
流

入
に
よ
っ
て
全
国
的
に
打
撃
を
う
け
る
時
期
を
二
〇
世
紀
最
初
の
一
〇
年
か
ら

二
六

二
〇
年
間
に
お
い
て
い
や
事
実
、
沿
海
地
方
に
お
い
て
も
、
一
八
九
〇
年
近

く
に
な
っ
て
も
外
国
綿
糸
の
流
入
は
根
強
い
抵
抗
を
う
け
て
い
た
。
以
下
の
事

⑧

実
は
、
す
で
に
小
山
正
明
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
は
、
従

来
か
ら
出
村
家
内
綿
紡
織
業
の
盛
ん
な
地
方
で
あ
っ
た
江
蘇
省
大
倉
州
で
は
、

外
国
綿
糸
の
流
入
は
頑
強
な
抵
抗
を
う
け
て
お
り
、
こ
の
状
況
が
一
変
し
、
機

械
糸
に
よ
る
錦
織
業
が
発
生
す
る
の
は
、
上
海
に
お
け
る
紡
績
工
場
の
創
設
を

契
機
と
し
て
い
た
。
ま
た
上
海
で
「
洋
紗
布
」
と
よ
ば
れ
る
機
械
糸
を
使
っ
た

綿
布
が
生
産
さ
れ
始
め
る
の
も
、
や
は
り
上
海
に
お
け
る
紡
績
工
場
の
創
設
を

契
機
と
し
て
い
た
。
同
様
な
こ
と
は
、
中
国
の
有
名
な
綿
産
地
で
農
村
家
内
綿

紡
織
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
著
名
な
紡
績
資
本
家
張
審
が
紡
績
工
場
を
開
い
た
甫

通
県
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
内
に
お
け
る
機
械
制
綿
紡
織
業
の
移
植
は
、
在
来
の
農
村

綿
紡
織
業
の
解
体
を
す
す
め
る
作
用
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
体
は

生
産
形
態
上
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
中
国
の

農
村
綿
紡
織
業
の
変
化
を
分
析
し
た
陣
詩
啓
氏
は
、
農
村
綿
紡
織
業
の
解
体
過

程
を
中
国
の
資
本
主
義
化
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調

⑩

し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
手
工
業
の
変
化
を

全
面
的
に
分
析
し
た
契
百
川
氏
は
、
内
外
の
資
本
に
よ
る
機
械
制
工
業
の
移
植

は
、
あ
る
部
門
の
手
工
業
を
破
壊
し
て
そ
れ
に
と
っ
て
か
あ
る
と
と
も
に
、
他

の
部
門
に
「
資
本
主
義
的
工
場
経
営
の
原
則
を
拡
大
」
す
る
と
し
、
陳
詩
啓
氏

の
論
文
に
も
示
さ
れ
た
問
屋
制
下
の
資
本
主
義
的
家
内
労
働
と
と
も
に
、
マ
ニ

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
発
生
も
指
摘
し
た
。
織
布
業
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
〇
年

代
以
降
、
一
九
世
紀
末
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
発
生
し
、
二
〇
世
た
初
に



お
け
る
実
業
拒
蝕
と
利
は
回
収
の
風
潮
の
中
で
、
地
主
や
商
人
の
投
資
に
よ
る

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
全
国
に
普
通
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
て

き

い
る
。改

良
織
機
の
普
及
を
と
も
な
う
、
機
柁
糸
を
使
っ
た
織
布
業
の
政
策
的
な
奨

励
と
、
生
産
形
態
の
変
化
は
、
崇
百
川
氏
の
指
摘
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う

に
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
る
「
新
政
」
に
お
け
る
手
工
業
振
興
策
に
よ
っ

て
本
格
化
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
洋
務
政
策
期
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
見
ら
れ

な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
も
小
山
正
明
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
福
州
に
は
一
八

九
〇
年
頃
、
関
所
総
督
十
㍍
弟
の
指
導
下
に
郷
静
に
よ
っ
て
「
織
布
局
」
が
開

設
さ
れ
、
段
柁
糸
を
使
っ
た
織
布
技
術
の
伝
習
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
織

布
局
」
は
問
屋
資
本
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
技
術
の
伝
習
を
行
う
と
と
も
に
、

農
民
に
機
械
糸
を
配
布
し
て
綿
布
の
質
織
を
さ
せ
て
い
た
。
十
賢
弟
は
、
賃
織

さ
れ
た
綿
布
に
対
す
る
課
税
を
免
除
し
、
ま
た
そ
れ
を
見
習
っ
て
生
産
さ
れ
た

綿
布
に
対
す
る
課
税
を
減
額
し
て
い
た
。

一
八
九
一
年
頃
、
先
の
「
織
布
局
」
に
な
ら
っ
て
開
設
さ
れ
た
民
間
の
「
織

布
局
」
は
福
州
で
六
〇
か
所
以
上
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
綿
糸
の
配
布
を

う
け
て
い
る
織
布
場
の
中
に
は
、
三
〇
台
程
度
の
織
機
を
有
す
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ

ク
チ
ュ
ア
的
な
も
の
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
洋
務
沢
に
よ
る
利
権
の
保
持
を
名
目
と
し
た
機
械
制
綿
紡
織

業
の
移
植
は
、
農
村
に
お
け
る
家
内
綿
紡
織
業
の
解
体
を
促
進
し
、
機
械
製
綿

糸
の
た
め
の
市
場
を
創
出
し
て
紡
績
資
本
形
成
の
た
め
の
条
件
を
つ
く
り
出
す

と
と
も
に
、
織
布
業
に
お
け
る
資
本
主
義
化
を
す
す
め
る
と
い
う
客
観
的
な
役
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割
を
ほ
た
し
た
の
で
あ
る
。

<
製
糸
業
>

製
糸
業
は
綿
紡
織
業
と
と
も
に
従
来
か
ら
農
村
家
内
手
工
業
の
重
要
な
一
部

門
で
あ
り
、
そ
の
手
練
糸
を
使
っ
た
都
市
の
績
紙
業
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
.
そ
れ

だ
け
に
、
鈴
木
智
夫
氏
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
製
糸
工
場
の
開

設
に
は
様
々
な
抵
抗
が
あ
っ
た
。
上
海
に
お
け
る
最
初
の
製
糸
工
場
は
、
一
八

八
二
年
に
商
人
黄
佐
卿
が
創
設
し
た
公
和
永
撒
糸
廠
で
あ
る
。
、
こ
れ
と
関
係
が

あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
同
年
の
「
申
報
」
に
は
、
製
糸
工
場
の
開
設
は

民
の
利
を
奪
い
、
農
民
は
た
だ
繭
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
に
な
り
、
婦
女

子
は
こ
と
ご
と
く
上
海
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
在
来
の

⑭

農
村
家
内
製
糸
業
維
持
の
立
場
に
た
っ
た
抗
議
の
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
二
年
と
い
う
年
は
、
製
糸
工
場
の
開
設
が
江
蘇
省
内
で
大
き
な
問
題

に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
「
申
報
」
は
多
く
の
関
連
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
上
海
県
当
局
が
製
糸
工
場
の
開
設
を
禁
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
記
事
も
あ
響
当
時
の
地
方
行
政
当
局
は
、
製
糸
工
場
に
対
し
て

厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
、
上
海
の
製
糸
工
場
に
原
料
繭
を
供
給
す

る
た
め
に
、
孫
福
泰
な
る
人
物
が
江
北
で
前
行
を
開
設
し
た
い
と
要
請
し
た
の

に
対
し
、
家
内
製
糸
業
維
持
の
立
場
か
ら
、
そ
の
例
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と

⑳

を
理
由
に
拒
絶
し
て
い
る
。

前
行
は
牙
行
の
一
種
で
あ
る
が
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
.
な
く
、

近
代
製
糸
業
の
発
生
と
と
も
に
生
れ
た
。
薗
行
は
、
近
代
製
糸
業
の
た
め
の
原

料
繭
生
産
と
し
て
の
養
蚕
業
が
発
達
し
、
後
に
は
上
海
と
な
ら
ん
で
江
漸
地
方

に
お
け
る
近
代
製
糸
業
の
中
心
地
と
な
る
無
錫
に
開
設
さ
れ
た
の
が
起
源
だ
と

二
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い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
孫
福
泰
の
前
行
開
設
要
請
は
初
期
の
も
の
と

い
え
る
。
そ
の
後
、
上
海
や
無
錫
に
お
け
る
近
代
製
糸
業
の
発
達
と
と
も
に
、

西
行
の
開
設
は
断
西
地
方
に
も
広
が
り
、
民
国
初
年
に
は
手
繰
糸
生
産
の
減

少
、
値
上
が
り
に
悩
む
絹
織
業
者
が
、
そ
の
団
体
で
あ
る
江
折
摘
鍛
枚
織
連
合
会

を
通
じ
て
行
政
当
局
に
前
行
開
設
の
規
制
を
要
求
し
、
製
糸
業
者
と
繭
行
の
団

⑳

体
で
あ
る
江
新
院
糸
廠
繭
業
総
公
所
と
の
間
に
対
立
が
生
ず
る
ま
で
に
な
る
。

上
海
に
移
植
さ
れ
た
近
代
製
糸
業
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
手
繰
糸
生
産
が
あ
ま

り
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
江
南
地
方
の
大
潮
北
側
や
江
北
に
原
料
繭
の
供
給
を

も
と
め
、
そ
こ
に
養
蚕
業
を
発
達
さ
せ
た
。
近
代
製
糸
業
発
達
の
影
響
は
、
さ

ら
に
蘇
州
や
杭
州
等
に
お
け
る
絹
織
業
の
た
め
の
手
繰
糸
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ

た
漸
西
地
方
に
ま
で
及
び
、
養
蚕
と
農
村
家
内
手
工
業
と
し
て
の
手
繰
糸
生
産

を
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
「
申
報
」
の
記
事
は
、

こ
う
し
た
農
村
家
内
手
工
業
と
し
て
の
製
糸
業
の
解
体
を
も
た
ら
す
近
代
製
糸

業
の
移
植
に
対
す
る
非
難
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
地
方
行
政
当
局
は
そ
の
解
体

を
阻
止
す
る
立
場
に
た
っ
て
政
行
の
開
設
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

李
鴻
章
が
近
代
製
糸
業
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
綿
紡
織
業
な
ど

に
比
較
し
て
遅
か
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
製
糸
業
に
関
し
て
は
、
外
国
製
晶

の
流
入
に
よ
っ
て
国
内
の
手
工
業
生
産
が
打
撃
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、
イ
ソ
ド
、
セ
イ
ロ
ン
茶

の
進
出
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
市
場
に
お
け
る
中
国
茶
の
後
退
が
明
ら
か
に
な

り
、
洋
務
派
は
輸
出
品
の
生
産
改
良
の
必
要
性
に
も
注
意
し
始
め
る
。
李
鴻
章

は
一
八
八
七
年
に
、
輸
出
用
生
糸
生
産
を
主
な
目
的
に
し
た
製
糸
工
場
の
開
設

◎

に
注
目
し
、
そ
の
江
折
で
の
促
進
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

二
八

こ
う
し
た
李
鴻
章
の
態
度
と
直
接
の
関
連
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に

で
き
な
い
が
、
上
海
で
は
一
八
八
二
年
に
開
設
さ
れ
た
先
の
公
和
永
雑
糸
廠
以

外
、
一
八
八
〇
年
代
に
は
一
つ
の
製
糸
工
場
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
が
、
一
八

九
〇
年
か
ら
一
八
九
五
年
の
問
に
は
五
つ
の
製
糸
工
場
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

上
海
に
お
け
る
製
糸
工
場
の
増
加
と
直
接
的
な
関
連
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、

江
新
地
方
に
強
い
影
響
力
を
も
つ
李
鴻
章
の
近
代
製
糸
業
振
興
の
表
明
は
、
少

な
く
と
も
地
方
行
政
当
局
の
製
糸
工
場
開
設
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
を
弱
め
さ

せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。

張
之
洞
は
両
広
総
督
時
代
、
一
八
八
六
年
に
広
東
で
官
営
の
製
糸
工
場
を
開

設
し
た
が
、
そ
の
客
観
的
意
義
に
つ
い
て
、
鈴
木
智
夫
氏
は
、
「
そ
れ
は
当
時
、

な
お
か
な
り
郷
紺
や
地
方
官
憲
の
中
に
棍
強
く
残
っ
て
い
た
近
代
的
企
業
へ
の

⑨

偏
見
を
打
破
す
る
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
洋
務
政
策
に
お
け
る
非
軍
事
的
産
業
の
移
植
は
、
農
村
家

内
手
工
業
を
中
心
と
し
た
在
来
産
業
の
解
体
を
強
行
し
、
ま
た
地
方
官
憲
や
拓

紳
層
の
保
守
的
な
態
度
を
弱
め
さ
せ
、
中
国
資
本
主
義
化
の
た
め
の
客
観
的
な

条
件
を
つ
く
り
出
し
た
。
洋
務
派
は
彼
ら
の
規
制
下
に
近
代
産
業
を
移
植
し
ょ

う
と
し
た
が
、
そ
の
客
観
的
な
条
件
は
、
当
時
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
彼
ら

の
主
観
的
意
図
を
の
り
こ
え
て
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

註
も
　
鈴
木
智
夫
「
清
末
・
民
国
初
に
お
け
る
民
族
資
本
の
展
開
過
程
」
　
『
中

国
近
代
化
の
社
会
構
造
』
所
収
。

②
　
東
亜
海
運
株
式
会
社
刊
『
支
部
の
航
運
』
　
五
五
頁
、
五
八
頁
。

③
　
横
山
英
『
中
国
近
代
化
の
経
済
構
造
』
　
一
五
八
頁
。



①
　
役
何
l
ほ
宋
剖
軍
　
同
治
二
年
一
〇
月
初
一
〇
日
　
三
十
文
忠
公
全
書
』

朋
佼
面
積
巻
二
一
。

⑤
　
申
報
光
持
八
年
一
〇
月
初
九
日
。

⑥
　
試
技
京
佼
諌
肌
鉄
路
各
奏
　
光
括
一
四
年
一
二
月
二
八
日
　
『
李
文
忠

公
全
害
』
滋
軍
函
稿
巻
三
。

㊦
　
中
段
光
措
三
年
二
月
初
二
日
。

㊥
　
北
洋
通
商
大
臣
李
博
和
琴
が
　
『
盛
世
危
言
後
編
』
巻
七
工
邦
パ
。

⑨
　
中
音
光
指
六
年
九
月
初
一
〇
日
。

⑲
　
冥
石
川
「
中
国
手
工
業
在
外
国
資
本
主
義
投
入
后
的
遭
遇
和
命
運
」

歴
史
研
究
一
九
六
二
年
三
期
。

㊥
　
小
山
正
明
「
清
末
中
国
に
お
け
る
外
国
綿
製
品
の
流
入
」
　
『
近
代
中

国
研
究
』
第
四
輯
所
収
。

⑫
　
陳
詩
啓
「
甲
午
戦
前
中
国
農
村
手
工
棉
紡
織
業
的
変
化
和
資
本
主
義
生

産
的
成
長
」
　
歴
史
研
究
一
九
五
九
年
二
期
。

⑬
　
前
掲
奨
百
川
論
文
。

㊥
　
中
経
光
緒
八
年
四
月
一
七
日
。

㊤
　
申
報
光
指
八
年
一
〇
月
二
三
日
。

句
　
中
報
光
緒
八
年
九
月
八
日
。

⑳
　
〓
林
業
同
業
組
合
中
央
会
編
纂
『
支
那
喆
林
業
大
観
』
　
一
七
〇
-
四

頁
。

⑯
　
條
覆
四
事
　
光
緒
一
三
年
正
月
初
一
〇
日
『
李
文
忠
公
全
書
』
海
軍
函

稿
巻
三
。

⑲
　
前
掲
鈴
木
論
文
。

洋
務
政
魂
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

三

洋
務
政
策
に
お
け
る
非
軍
事
的
な
産
業
の
移
植
止
、
次
に
指
摘
す
る
二
点
に

お
い
て
、
民
間
か
ら
の
産
業
投
資
を
規
制
し
た
。

第
一
点
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
洋
務
流
は
官
督
商
雛
と
い
う
企
業
形
態

に
お
い
て
非
軍
事
的
な
産
業
を
移
植
し
、
洋
務
派
の
監
督
・
干
渉
に
よ
っ
て
自

律
的
に
機
能
し
得
な
い
官
僚
資
本
を
育
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
洋

務
派
は
、
そ
れ
ら
官
督
商
餅
企
業
と
対
立
す
る
同
一
部
門
へ
の
民
族
資
本
の
進

出
を
抑
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
上
海
機
器
織
布
局
は
上
海

周
辺
に
お
け
る
一
〇
年
間
の
専
利
権
を
も
っ
て
い
た
し
、
ま
た
中
村
義
氏
に
よ

れ
ば
、
抄
船
業
の
改
革
を
両
江
総
督
に
進
言
し
た
集
成
忠
の
汽
船
会
社
設
立

①

も
、
李
鴻
章
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
点
の
い
ず
れ
も
が
、
軍
事
産
業
の
直
接
的
な
補
完
と
い
う
、
非
軍
事

的
な
産
業
の
移
植
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
官
督
商
桝
と

い
う
企
業
形
態
を
導
入
し
、
官
僚
資
本
に
よ
る
産
業
移
植
が
必
要
で
あ
っ
た
と

同
時
に
、
そ
の
官
督
商
蜘
企
業
の
維
持
を
で
き
る
だ
け
確
実
に
す
る
た
め
に
、

同
一
部
門
へ
の
民
族
資
本
の
進
出
を
抑
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
官
督
商
離
形
態
、
官
僚
資
本
に
よ
る
産
業
移
植
の
拡
大
に
は
限
界

が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
先
に
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
た
よ
う
に
、
十
分
な
民

間
か
ら
の
投
資
を
引
き
出
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
日
清
戦

争
前
夜
に
は
洋
務
派
官
僚
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
て
お
り
、
上
海
機
器
織
布
局

の
焼
失
後
、
李
鴻
章
の
命
令
で
再
建
に
と
り
か
か
っ
た
盛
宜
煩
は
、
民
間
か
ら

の
投
資
を
得
る
た
め
に
商
班
の
形
態
を
と
る
こ
と
を
李
鴻
章
に
進
言
し
て
い

二
九



洋
務
政
策
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

②た
。
こ
の
よ
う
に
、
官
督
商
桝
と
い
う
企
業
形
態
で
は
、
華
盛
紡
織
総
廠
一
工

場
の
建
設
で
さ
え
困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
官
督
商
細
形
態
で
、
合
計

紡
錘
数
三
二
万
、
織
機
台
数
四
千
台
と
な
る
十
の
紡
織
、
紡
績
工
場
を
建
設
す

③

る
と
い
う
李
鴻
章
の
計
画
は
、
ま
っ
た
く
実
現
す
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
い

え
る
。
さ
ら
に
下
関
条
約
に
お
け
る
外
国
の
資
本
輸
出
承
認
は
、
第
二
点
と
し

て
示
し
た
民
族
資
本
の
進
出
抑
制
を
無
意
味
に
し
た
。

だ
が
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
官
督
商
餅
、
官
商
合
桝
か
ら
商
桝
へ
と
い
う
単
な

る
企
業
形
態
の
変
化
だ
け
で
は
、
民
間
か
ら
の
積
極
的
な
産
業
投
資
を
引
き
出

し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
洋
務
派
の
産
業
移
植
に
対
し
て
で
さ
え
、
清
朝
保
守
層
か
ら
強

い
非
難
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
洋
務
派
の
庇
護
を
得
ら
れ
な
い
民
族
資
本
に
よ

る
産
業
移
植
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
は
、
鈴
木
智
夫
氏
の
広
東
製
糸
業
の

研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
上
海
に
織
布
工
場
を
開
設
す
る
こ
と
を
最
初
に

李
鴻
章
に
提
起
し
た
彰
汝
環
は
、
工
場
維
持
の
保
障
を
得
る
た
め
に
、
李
鴻
章

に
対
し
て
官
員
の
派
遣
を
も
と
め
て
お
り
、
洋
務
派
へ
の
依
存
が
企
業
維
持
の

保
障
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
体
制
的
な

産
業
振
興
策
を
と
も
な
わ
な
い
、
単
な
る
企
業
形
態
の
変
化
で
は
、
な
ん
ら
民

間
の
産
業
投
資
を
促
進
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
下
、
こ
う
し
た
点
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
所
謂
改
良
主
義
者
の
洋
務
政

策
批
判
と
彼
ら
の
産
業
振
興
論
、
お
よ
び
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
日
活
戦
争

後
の
洋
務
派
系
官
僚
の
産
業
振
興
策
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

改
良
主
義
者
と
し
て
こ
こ
で
は
鄭
観
応
を
と
り
あ
げ
る
。
鄭
観
応
の
産
業
振

興
論
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
鄭
観
応
の
政
治
変

三
〇

草
論
の
全
体
像
を
紹
介
し
て
お
く
。

鄭
観
応
の
変
革
論
が
集
大
成
さ
れ
た
書
物
が
　
『
盛
世
危
言
』
　
で
あ
る
が
、

『
盛
世
危
言
』
は
後
に
ふ
れ
る
産
業
振
興
論
だ
け
で
な
く
、
議
院
論
、
教
育
論

等
幅
広
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
『
盛
世
危
言
』
に
お
け
る
議
院
論
を
中
心
に

検
討
し
た
横
山
英
氏
は
、
一
九
世
紀
七
〇
、
八
〇
年
代
以
降
中
国
に
お
け
る
民

族
資
本
の
形
成
が
始
ま
り
、
郷
紳
層
の
分
化
と
そ
の
一
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
へ
の

転
化
を
導
き
出
し
た
と
し
た
う
え
で
、
鄭
観
応
の
議
院
論
は
、
「
か
か
る
ブ
ル
ジ

ョ
ア
に
転
化
し
っ
つ
あ
る
、
上
層
の
封
建
的
郷
紳
層
が
、
彼
ら
の
上
か
ら
の
プ

ル
ジ
。
ア
化
=
原
始
的
蓄
積
に
不
可
欠
な
政
策
を
体
制
的
に
実
施
す
る
要
求
を

実
現
す
る
た
め
に
、
か
れ
ら
の
政
治
参
加
、
政
治
へ
の
影
響
力
の
行
望
制
度

的
に
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。

鄭
観
応
は
洋
務
政
策
の
具
体
的
な
事
業
の
遂
行
に
参
加
し
て
い
た
が
、
同
時

に
洋
務
政
策
へ
の
批
判
を
も
っ
て
い
た
。
一
八
八
一
年
か
そ
の
翌
年
に
、
茹
観

応
は
招
商
局
の
あ
り
方
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
た
。
鄭
観
応
は
、
招
商
局
は
官

督
商
桝
で
あ
り
北
洋
大
臣
に
依
存
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
北
洋
大
臣
が
李
鴻

章
と
い
う
洋
務
派
大
官
僚
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
し
か
、
そ
の
維
持
に
保
障
さ

⑤

れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
鄭
観
応
の
批
判
は
、
単
に
招
商
局
だ
け

で
な
く
、
軍
事
産
業
の
移
植
に
始
ま
る
洋
務
政
策
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
か
か

わ
る
批
判
で
あ
っ
た
。

馬
建
忠
ら
そ
の
他
の
改
良
主
義
者
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
鄭
観
応

は
軍
事
力
の
強
化
の
基
礎
と
し
て
、
国
家
の
経
済
力
強
化
の
必
要
性
を
主
張
し

①

て
い
た
。
従
っ
て
、
鄭
観
応
に
お
い
て
は
、
洋
務
政
策
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ

う
な
、
個
々
の
官
僚
の
権
勢
の
み
に
依
存
し
た
、
軍
事
力
虫
化
の
直
接
的
冨
完



と
し
て
の
産
業
移
植
で
は
な
く
、
国
家
の
体
調
的
な
政
策
と
し
て
の
産
業
振
興

策
が
実
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

蒋
観
応
が
産
業
拉
典
に
直
接
か
か
わ
る
改
革
と
し
て
重
視
し
た
の
は
、
行
政

授
精
の
改
革
と
、
企
業
の
開
設
・
営
利
活
動
に
関
す
る
法
律
の
制
定
で
あ
る
。
鄭

観
応
は
、
中
国
で
こ
れ
ま
で
産
業
が
振
興
で
き
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
行
政

当
局
と
民
間
商
人
相
方
に
弊
害
が
あ
っ
た
と
し
、
ま
ず
行
政
面
に
つ
い
て
は
機

構
上
の
改
革
が
必
要
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
に
は
こ
れ
ま
で
の
六
部
の

外
に
南
部
を
設
置
し
、
各
省
の
経
済
的
中
心
地
に
は
商
務
局
を
開
設
す
る
こ
と

で
あ
る
。
各
省
の
商
務
局
は
、
著
名
な
紳
商
の
参
加
を
得
て
、
綿
花
栽
培
・
養

蚕
等
の
農
菜
生
産
、
製
糸
・
織
布
・
紡
績
等
の
工
業
生
産
の
振
興
を
直
接
指
導
す

る
地
方
投
出
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
商
人
の
側
に
対
し
て
は
、
商
務
局
で
彼
ら

の
意
義
の
変
革
を
指
導
す
る
と
と
も
に
、
商
人
独
自
の
団
体
と
し
て
商
務
公
所

を
創
設
し
、
商
人
を
組
織
化
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
や
鄭
観
応
が
制
定

の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
法
律
は
商
律
で
あ
る
。
制
定
の
必
要
な
理
由
に
つ

い
て
、
鄭
観
応
は
、
こ
れ
ま
で
各
企
業
に
地
方
官
が
干
渉
し
た
り
、
官
か
ら
任

命
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
小
さ
な
企
業
の
経
営
者
ま
で
も
が
、
投
資
者
を
無
視

し
て
不
正
を
は
た
ら
く
の
は
、
結
局
そ
れ
を
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
法
律
が
無

①

い
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

鄭
観
応
は
、
企
業
形
態
と
し
て
は
商
緋
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
が
、
し

か
し
彼
の
洋
務
政
策
批
判
お
よ
び
産
業
振
興
論
は
、
官
督
商
班
か
商
桝
か
と
い

う
単
な
る
企
業
形
態
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
鄭
観
応
は
、
洋

務
政
策
に
お
け
る
産
業
移
植
が
個
々
の
洋
務
派
官
僚
の
権
勢
の
み
に
依
存
し
て

い
る
こ
と
を
批
判
し
、
中
央
・
地
方
の
行
政
機
構
の
改
革
や
、
民
間
か
ら
の
産

洋
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業
投
資
に
対
す
る
法
的
な
保
障
の
実
現
な
ど
を
と
も
な
っ
た
、
国
家
の
体
制
的

な
産
業
振
興
政
策
の
実
行
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
の
敗
北
は
、
洋
務
政
策
を
破
産
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か

に
、
洋
務
派
官
僚
が
企
図
し
た
、
軍
事
力
の
強
化
を
第
一
義
的
な
課
題
と
し
、

そ
の
直
接
的
な
補
完
と
し
て
非
軍
事
的
な
産
業
を
移
植
す
る
と
い
う
政
策
は
破

産
し
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
清
朝
政
権
内
の
一
政
治
勢
力
と
し
て
の
洋
務

派
の
消
滅
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
活
戦
争
後
、
洋
務
派
系
の
官

僚
は
鄭
観
応
の
よ
う
な
改
良
主
義
者
の
産
業
振
興
論
を
部
分
的
に
導
入
し
、
あ

ら
た
な
産
業
振
興
策
の
実
行
に
着
手
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

張
之
洞
は
、
日
清
戦
争
の
敗
北
、
下
関
条
約
の
締
結
後
、
今
よ
り
後
「
も
し

さ
ら
に
旧
習
を
保
守
し
帯
躇
し
っ
づ
け
る
な
ら
、
以
後
の
大
勢
は
想
像
し
が
た

①

い
」
と
し
て
、
九
項
目
に
わ
た
る
改
革
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
中
で
、
産
業
振

興
に
つ
い
て
は
、
「
商
務
」
と
「
工
政
」
と
い
う
二
項
昌
に
お
い
て
述
べ
て
い

る
。
ま
ず
「
商
務
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
征
商
の
政
治
」
が
あ
っ
た
だ

け
で
、
「
護
商
の
法
」
に
欠
け
て
い
た
と
こ
れ
ま
で
の
政
治
を
批
判
し
、
「
護

商
」
の
具
体
策
と
し
て
商
務
局
の
開
設
を
あ
げ
て
い
る
。
次
に
「
工
政
」
に
お

い
て
は
、
工
政
局
の
開
設
に
よ
っ
て
在
来
の
産
物
の
生
産
改
良
と
輸
出
の
増
進

を
は
か
り
、
外
国
か
ら
の
輸
入
商
品
に
対
し
て
は
そ
の
模
倣
生
産
に
よ
る
対
抗

を
指
導
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
上
奏
に
こ
た
え
て
清
朝
は
各
省
に
商
務
局
の
開
設
を
命
令
し
た
。

当
時
両
江
総
督
代
理
で
あ
っ
た
張
之
洞
は
、
蘇
州
・
鋲
江
・
通
州
に
お
い
て
紳

商
の
参
加
を
得
て
商
務
局
を
開
設
し
、
紡
績
工
場
と
製
糸
工
場
の
建
設
を
指
導

し
た
。
商
務
局
の
指
導
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
紡
績
工
場
の
一
つ
が
蘇
州
の
蘇

三
一
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給
紗
版
で
あ
る
が
、
寧
波
で
は
こ
の
工
場
で
生
産
さ
れ
る
綿
糸
を
扱
う
「
織
布

局
」
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
織
布
局
」
は
日
本
製
綿
布
を
模
倣
生
産
で

き
る
改
良
手
織
機
を
農
村
に
供
給
す
る
と
と
も
に
、
蘇
給
紗
臆
で
生
産
さ
れ
た

綿
糸
を
自
ら
の
染
色
場
で
染
色
し
て
農
民
に
配
布
し
、
在
来
手
紡
糸
と
の
混
織

⑳

に
よ
る
綿
布
を
賃
織
さ
せ
て
い
た
。

「
織
布
局
」
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
商
務
局
の
指
導
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

民
族
資
本
紡
績
工
場
と
の
関
連
を
も
っ
て
地
方
郷
紳
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
小
山
正
明
氏
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
し

か
指
摘
で
き
な
い
が
、
民
族
資
本
紡
績
工
場
の
建
設
に
と
も
な
う
、
農
村
粗
布

業
の
改
革
へ
の
上
か
ら
の
奨
励
は
他
の
地
方
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
清
戦
争
後
、
洋
務
派
系
官
僚
は
産
業
振
興
の
た
め
の
地

方
機
関
を
設
置
し
、
民
族
資
本
に
よ
る
産
業
移
植
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。
江

蘇
省
が
綿
花
や
繭
の
生
産
地
で
あ
り
、
日
本
資
本
の
進
出
部
門
へ
の
考
慮
か

ら
紡
績
・
製
糸
両
業
に
産
業
振
興
の
中
心
が
お
か
れ
た
が
、
′
張
之
洞
は
そ
れ
以

外
に
も
、
マ
ッ
チ
、
西
洋
ロ
ウ
ソ
ク
、
セ
メ
ン
ト
、
洋
酒
と
い
っ
た
洋
貨
に
対

抗
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
振
興
を
商
務
局
で
指
導
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い

た。・一
八
九
五
年
か
ら
一
八
九
八
年
に
か
け
て
の
民
族
資
本
に
よ
る
工
場
開
設
.
フ

ー
ム
を
ひ
き
お
こ
し
た
日
清
戦
争
後
の
産
業
振
興
策
は
、
い
わ
ば
洋
務
派
系
官

僚
が
、
鄭
観
応
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
よ
う
な
そ
れ
を
部
分
的
に
導
入
し
実
施

し
た
も
の
と
い
え
る
。
事
実
、
張
之
洞
は
上
海
知
県
を
通
じ
て
、
日
本
の
資
本

三
二

輸
出
に
対
抗
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
鄭
観
応
を
含
む
上
海
の
大
商
人
の

意
見
を
も
と
め
て
い
た
。

官
督
商
細
企
業
固
有
の
矛
盾
、
さ
ら
に
下
関
条
約
に
よ
る
外
国
資
本
輸
出
の

承
認
に
よ
っ
て
、
洋
務
政
策
に
お
け
る
非
軍
事
的
産
業
の
移
植
は
破
綻
し
た
。

し
か
し
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
単
な
る
企
業
形
態
の
変
化
で
は
、
民
間
か
ら

の
産
業
投
資
を
引
き
出
す
に
は
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
活
戦
争
後
に
お

け
る
民
族
資
本
に
よ
る
産
業
移
植
の
風
潮
は
、
洋
務
政
策
期
か
ら
の
改
良
主
義

者
の
産
業
振
興
論
の
展
開
と
、
洋
務
派
系
官
僚
に
よ
る
そ
れ
の
実
行
な
く
し
て

は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
日
活
戦
争
直
後
に
お
け
る
洋
務
派
系
官
僚
の
産
業
振
興
策
は
、
あ
く
ま

で
も
改
良
主
義
者
の
そ
れ
を
部
分
的
に
実
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
制
度
の

改
革
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
産
業
振
興
に
直
接
か
か
わ
る
改
革
に
関

し
て
も
、
中
央
の
行
政
概
括
の
改
革
や
商
律
の
制
定
に
は
ま
っ
た
く
手
が
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
。
商
務
局
の
開
設
そ
の
も
の
も
地
方
的
に
限
ら
れ
て
お
り
、
実

際
匹
開
設
さ
れ
活
動
し
た
の
は
、
張
之
洞
や
劉
坤
一
と
い
っ
た
洋
務
派
系
の
官

僚
が
総
督
と
な
っ
て
い
た
江
蘇
省
や
湖
北
省
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
日
活
戦
争
後
に
お
け
る
あ
ら
た
な
産
業
振
興
策
に
も
限
界
が
あ
っ
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鄭
観
応
が
提
起
し
た
よ
う
な
産
菜
振
興
策
が
、
本
格

的
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
る
「
新
政
」

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

註
①
　
中
村
義
「
帝
国
主
義
形
成
期
に
お
け
る
中
国
社
全
構
造
」
　
歴
史
学
研

究
三
〇
三
号
。



②
　
室
田
釆
電
　
光
持
一
九
年
一
二
月
三
〇
日
　
『
李
文
忠
公
全
書
』
電
稿

巻
一
五
。

③
　
推
広
校
器
織
布
局
細
　
光
堕
一
〇
年
三
月
二
八
日
　
『
李
訂
毅
伯
奏

議
』
巻
二
一
。

(∋(り(∂①

賃
山
英
「
邦
観
応
の
議
院
論
」
　
史
学
研
究
一
二
九
号
。

致
招
両
局
だ
畠
璧
星
観
察
霞
　
『
盛
世
危
言
後
霜
』
巻
一
船
政
。

『
盛
世
危
言
増
訂
新
編
』
巻
五
商
戦
上
。

『
盛
世
危
言
増
訂
新
指
』
巻
五
商
務
三
。

㊥
　
『
盛
世
危
言
増
訂
新
霜
』
巻
五
商
務
二
。

◎
　
空
机
惨
惰
儲
才
措
　
光
緒
≡
年
間
五
月
二
七
日
　
『
張
文
事
公
全
集
』

素
謡
三
七
。

⑬
　
小
山
正
明
「
清
末
中
国
に
お
け
る
外
国
綿
製
品
の
流
入
」
　
『
近
代
中

国
研
究
』
第
四
輯
所
収
。

お
わ
り
に

洋
務
政
策
は
、
軍
事
産
業
の
移
植
を
基
軸
と
し
、
そ
の
直
接
的
な
補
完
と
し

て
非
軍
事
的
な
産
業
を
移
植
し
よ
う
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の

非
軍
事
的
産
業
の
移
植
に
あ
た
っ
て
、
洋
務
派
官
僚
は
官
督
商
蹄
と
い
う
企
業

形
態
を
導
入
し
、
官
僚
資
本
を
育
成
し
た
の
で
あ
る
。

洋
務
派
官
僚
の
規
制
下
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
近
代
産
業
移
植
の
強
行
は
、

農
村
家
内
手
工
業
を
中
心
と
し
た
在
来
産
業
の
解
体
を
促
進
し
、
客
観
的
に
は
・

中
国
の
資
本
主
義
化
を
す
す
め
る
役
割
を
は
た
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
洋
務
政
策
を
批
判
し
、
国
家
の
体
制
的
な
産
業
振
興
策
の
実
行
を
主
張

洋
魂
政
策
の
展
開
と
中
国
の
近
代
化
(
曽
田
)

し
た
の
が
、
民
族
資
本
形
成
の
開
始
を
経
済
的
な
背
景
と
し
た
鄭
観
応
ら
の
所

謂
改
良
主
義
者
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
良
主
義
者
の
産
業
振
興
論
が
、
洋
務
派

系
官
僚
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
実
行
さ
れ
強
め
る
の
は
日
活
戦
争
以
後
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

洋
務
政
策
期
か
ら
、
洋
務
派
は
不
平
等
条
約
の
改
正
に
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、

下
関
条
約
に
お
け
る
資
本
輸
出
の
承
認
は
、
国
際
的
な
関
係
に
お
け
る
中
国
の

半
植
民
地
的
な
状
態
を
確
定
し
た
。
こ
う
し
た
状
態
の
下
で
の
、
資
本
主
義
化

の
た
め
の
政
策
の
実
行
は
、
客
観
的
に
は
、
外
国
資
本
の
た
め
の
市
場
を
創
出

す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

中
国
の
資
本
主
義
化
の
開
始
は
、
清
末
の
利
権
回
収
運
動
の
よ
う
な
民
族
運

動
が
展
開
す
る
基
礎
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
利
権
回
収
あ
る
い
は
外
国
商
品
排

斥
・
国
貨
提
唱
に
み
ら
れ
る
民
族
運
動
の
展
開
は
、
中
国
資
本
主
義
の
発
達
を

も
た
ら
す
条
件
と
し
て
作
用
し
た
。
す
な
わ
ち
対
外
的
な
保
護
条
件
を
ま
っ
た

く
喪
失
し
た
状
態
の
下
で
の
中
国
資
本
主
義
の
発
達
は
、
こ
の
よ
う
な
民
族
運

動
に
支
え
ら
れ
わ
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
中
国
資
本
主
義
発

達
の
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。




