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史
料
紹
介

林
　
　
挙
　
　
百
著

『
近
代
南
通
土
布
史
』

一
本
書
の
概
要

近
年
、
中
国
で
は
経
済
史
関
係
の
史
料
集
の
編
纂
と
刊
行
が
す
す
め
ら
れ
、

研
究
も
か
な
り
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
国
近
代
の
農
村

綿
紡
織
業
に
つ
い
て
も
、
黄
遼
平
、
夏
林
根
と
い
っ
た
人
た
ち
が
論
文
を
発
表

し
て
い
る
・
近
代
農
村
綿
紡
織
業
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇

年
代
に
か
け
て
日
本
や
中
国
で
研
究
が
す
す
め
ら
れ
、
外
国
綿
製
品
の
流
入
に

よ
っ
て
農
村
綿
紡
織
業
が
急
速
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
人
が
多
か
っ

た
が
・
黄
逸
平
・
夏
林
限
両
氏
の
論
文
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
外
国
綿
製
品
流

入
の
も
た
ら
し
た
農
村
綿
紡
織
業
へ
の
破
壊
的
作
用
の
過
度
の
強
調
を
い
ま
し

め
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
r
近
代
南
通
土
布
史
」
は
、
昨
年
一
二
月
に
中
国
に
行
か

れ
た
広
島
大
学
の
横
山
英
氏
が
南
京
大
学
で
周
桁
発
氏
よ
り
贈
ら
れ
、
筆
者
が

お
借
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
三
七
六
頁
ほ
ど
の
書
物
で
は
あ
る
が
、
江
蘇

省
の
南
通
や
海
門
の
農
村
で
生
産
さ
れ
た
手
織
綿
布
が
、
近
代
に
は
い
っ
て
長

い
間
・
国
内
の
広
範
な
市
場
で
販
売
さ
れ
つ
.
つ
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で

あ
る
。

曽
　
　
田
　
　
三

本
書
に
つ
い
て
は
二
中
国
近
代
経
済
史
研
究
資
料
」
　
-
一
九
八
四
年
下

半
年
-
に
、
蘇
双
南
と
い
う
人
が
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。
本
書
の
編
纂
に

あ
た
っ
た
の
は
「
張
害
与
甫
通
研
究
中
心
幕
府
組
」
で
あ
る
が
、
蘇
双
南
に
よ

る
と
こ
れ
は
南
通
市
社
塀
、
江
蘇
省
社
会
科
学
院
、
南
京
大
学
の
三
者
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
研
究
組
織
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
組
織
は
、
本
書
に
つ
づ
い
て
張

害
の
関
係
し
た
企
業
の
史
料
も
編
纂
す
る
計
画
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
本
書
に
つ
い
て
は
奥
付
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
、
裏
表
紙
に
r
張
誓
与
南

通
研
究
し
叢
刊
之
一
で
あ
る
こ
と
と
、
印
刷
所
と
実
費
の
価
格
が
表
示
し
て
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
体
裁
か
ら
す
る
と
、
本
書
は
一
般
に
は
販
売
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
書
の
編
纂
過
程
と
著
者
の
林
挙
百
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
一
月
付
の

「
張
害
与
南
通
研
究
中
心
等
備
組
」
に
よ
る
「
前
言
」
に
簡
単
な
説
明
が
あ
る
。

本
書
は
・
林
学
百
が
執
筆
し
た
r
通
海
関
庄
布
史
料
j
と
r
遠
海
京
県
庄
布
史

料
」
と
い
う
二
つ
の
文
献
を
、
上
編
「
閑
庄
布
」
、
下
編
「
県
京
庄
布
」
と
し

て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
の
二
つ
の
文
献
の
う
ち
r
通
海
関
庄
布
史
料
」

に
つ
い
て
は
一
九
六
二
年
に
油
印
本
が
発
刊
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
も
う
一

つ
の
も
の
は
手
稿
本
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
献
を
「
近
代
南
通
土
布
史
」
と
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し
て
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
複
部
分
や
土
布
史
と
関
連
の
な
い
部
分
は
削

除
さ
れ
、
不
適
切
な
用
語
に
つ
い
て
は
修
正
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
。

上
・
下
編
に
つ
づ
い
て
最
後
に
付
録
が
あ
り
、
南
通
、
海
門
で
生
産
さ
れ
た

各
種
手
紙
綿
布
の
規
格
、
販
売
地
、
販
売
量
に
関
す
る
統
計
と
、
「
関
外
連
源

記
」
と
題
す
る
小
文
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
「
関
外
漫
瀕
記
」
の
著
者
で
あ

る
林
左
波
は
、
本
書
の
著
者
の
従
弟
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
の
経
歴
に
つ
い
て

は
次
に
紹
介
す
る
が
、
林
左
波
も
同
じ
仕
事
に
従
事
し
て
お
り
二
九
三
〇
年

に
関
庄
布
の
販
売
量
が
減
少
し
た
東
北
市
場
に
調
査
の
た
め
に
訪
れ
た
が
、
「
関

外
漫
併
記
」
は
そ
の
時
の
旅
行
記
で
あ
る
。
た
だ
し
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
東

北
市
場
に
関
す
る
記
述
の
あ
る
と
こ
ろ
の
み
で
・
南
通
へ
帰
る
途
中
の
北
平
や

天
津
に
関
す
る
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

著
者
の
林
挙
百
は
研
究
者
で
は
な
く
二
九
一
七
年
以
来
・
上
海
の
操
子
記

花
布
号
で
関
庄
布
と
綿
花
の
取
引
に
あ
た
っ
て
き
た
商
人
で
あ
る
・
従
っ
て
と

く
に
上
編
の
「
閑
庄
布
」
は
、
実
際
に
商
業
活
動
に
従
事
し
て
き
た
経
験
に
基

づ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
下
編
の
「
県
京
庄
布
」
に
つ
い
て
は
・
著
者
は
実

際
の
商
業
活
動
に
基
づ
く
知
識
に
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
種
類
の
綿
布
の

取
引
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
か
ら
の
聞
取
り
や
文
献
の
収
集
に
よ
っ

て
、
一
九
⊥
ハ
四
年
に
手
稿
本
が
完
成
し
た
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
・
本
書
は
研
究
者
の
農
村

綿
紡
織
業
研
究
の
成
果
と
い
う
の
.
で
は
な
く
・
手
織
綿
布
の
取
引
に
従
事
し
て

き
た
人
が
、
自
ら
の
経
験
あ
る
い
は
他
の
人
の
経
験
の
聞
取
り
に
基
づ
い
て
ま

と
め
た
史
料
的
性
格
の
強
い
書
物
で
あ
る
。
「
史
料
紹
介
」
と
し
て
本
書
を
と

り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
に
出
て
く
る
関
庄
布
、
県
庄
布
、
京
庄
布
と
い
う
の
は
、
い
づ
れ

も
南
通
や
海
門
の
農
民
が
生
産
す
る
手
織
綿
布
で
あ
る
。
名
称
の
違
い
は
、
販

売
市
場
の
相
違
に
よ
る
。
閑
庄
布
の
市
場
は
東
北
で
あ
り
・
県
庄
布
は
江
北
お

よ
び
山
東
省
を
市
場
と
し
て
い
た
。
京
庄
布
は
南
京
付
近
か
ら
安
徽
省
に
か
け

て
、
販
売
さ
れ
て
い
た
。
南
通
、
海
門
の
農
村
で
生
産
さ
れ
る
手
織
綿
布
に
は
・

こ
れ
以
外
に
杭
州
を
中
心
に
新
江
省
を
主
な
市
場
と
し
・
江
西
・
福
建
両
省
お

よ
び
安
徽
省
南
部
に
ま
で
坂
元
さ
れ
た
杭
庄
布
、
そ
れ
に
新
江
省
や
江
西
省
で

売
ら
れ
た
灰
庄
布
が
あ
っ
た
。
南
通
や
海
門
の
農
村
で
生
産
さ
れ
る
手
織
綿
布

は
、
国
内
に
広
範
な
市
場
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
一
関
　
庄
　
布

近
代
以
前
か
ら
、
南
通
や
海
門
の
農
村
で
手
織
綿
布
が
生
産
さ
れ
て
き
た
が
・

本
書
に
よ
る
と
清
初
以
来
そ
の
一
部
は
山
東
商
人
に
よ
っ
て
東
北
市
場
へ
堅
冗

さ
れ
て
き
た
。
た
だ
こ
の
捕
布
は
生
地
が
あ
ら
く
・
布
の
長
さ
や
幅
は
不
竺

で
あ
っ
た
。

威
豊
年
問
に
は
い
っ
て
、
南
通
、
海
門
の
手
織
綿
布
の
主
流
は
描
布
か
ら
尺

套
布
に
か
わ
り
、
同
治
年
間
に
は
括
布
の
東
北
市
場
へ
の
堅
冗
は
鉢
を
た
っ
た
・

成
豊
年
問
の
営
口
の
開
港
を
前
提
と
し
・
こ
の
尺
套
布
以
来
・
南
通
・
迄
門
の

手
織
綿
布
の
東
北
市
場
へ
の
竪
冗
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
・

尺
套
布
が
稀
布
と
異
な
る
点
は
、
長
さ
二
丈
三
尺
・
幅
一
尺
弱
と
規
格
性
が

ぁ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
尺
套
布
の
原
糸
は
・
括
布
と
同
じ
く
ま
っ
た
く

手
紡
糸
で
あ
っ
た
。

題
崗
は
、
農
村
織
布
某
に
お
い
て
手
紡
糸
に
か
わ
っ
て
機
托
糸
が
採
用
さ
れ

る
理
由
の
;
と
し
て
、
手
紡
糸
で
は
織
布
で
き
る
布
の
長
さ
に
限
界
が
あ
っ

た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
閑
庄
布
の
尺
套
布
か
ら
大
尺
布
へ
の
変
化
は
・
機

柁
糸
の
採
用
に
は
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
理
由
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

両
道
や
海
門
の
農
村
に
は
、
一
八
八
〇
年
代
中
頃
か
ら
一
〇
右
手
や
〓
冨

手
の
イ
ン
ド
機
械
糸
が
上
海
か
ら
流
入
し
始
め
た
。
最
初
は
手
紡
糸
の
小
商
人
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が
売
り
始
め
た
よ
う
だ
が
、
つ
い
で
皮
貨
店
の
経
営
者
や
銭
業
者
、
布
業
者
が

紗
圧
を
ひ
ら
き
、
イ
ン
ド
糸
と
と
も
に
上
海
の
紡
績
工
場
の
機
柁
糸
も
売
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
機
按
糸
の
流
入
と
と
も
に
、
関
庄
布
の
主
流
と
し
て
生
産

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
大
尺
布
で
あ
る
。
大
尺
布
は
尺
套
布
と
異
な
っ
て

だ
糸
に
機
托
糸
を
用
い
て
い
た
が
、
長
さ
四
丈
五
尺
、
幅
一
尺
二
寸
と
、
布
の

長
さ
が
尺
套
布
の
二
倍
近
ぐ
に
ま
で
の
ぴ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
機
筏
糸
を
原
糸
と
し
た
使
用
し
て
関
庄
布
が
、
南
通
や
海
門
の
農
村
で
は

じ
め
て
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
南
通
に
お
け
る
大
生
紗
鹿
の
開

設
に
よ
っ
て
、
機
種
糸
を
原
糸
と
し
た
関
庄
布
の
生
産
量
が
急
増
し
、
ま
た
横

糸
に
も
機
柁
糸
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

関
庄
布
の
年
間
生
産
量
に
つ
い
て
み
る
と
、
潜
洲
事
変
に
よ
っ
て
大
打
撃
を

う
け
る
ま
で
の
期
間
中
の
最
高
水
準
は
六
〇
〇
万
匹
で
あ
っ
た
。
こ
の
生
産
量

の
最
高
水
準
に
は
一
九
〇
五
年
に
は
じ
め
て
到
達
し
、
一
九
≡
年
ま
で
の
問

に
何
回
か
こ
の
水
準
を
記
録
し
た
。
生
産
量
だ
け
で
な
く
、
原
糸
が
一
二
番
手

の
機
械
糸
、
織
機
が
投
授
機
と
い
う
条
件
の
範
囲
内
で
質
的
に
も
最
高
の
水
準

の
綿
布
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
機
械
糸
丁
-
と
り
わ
け
大
生
紗
版
の

綿
糸
-
1
の
採
用
が
・
手
織
綿
布
の
生
産
量
と
品
質
の
両
面
に
お
い
て
発
展
を

促
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

閃
庄
布
は
南
通
・
海
門
の
農
村
に
お
い
て
買
い
付
け
ら
れ
、
上
海
に
集
め
ら

れ
た
後
に
営
口
あ
る
い
は
安
東
に
む
け
て
移
出
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
間

の
閑
庄
布
の
取
引
の
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者

の
経
歴
か
ら
し
て
・
こ
の
部
分
が
本
書
の
最
も
詳
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

南
通
や
海
門
に
お
い
て
関
庄
布
を
扱
う
布
庄
-
関
庄
に
は
通
邦
巾
と
海
門
邦
巾

と
が
あ
り
・
前
者
は
機
械
糸
を
原
糸
と
し
た
綿
布
を
、
後
者
は
機
械
糸
を
縦
糸

に
手
紡
糸
を
横
糸
に
使
っ
た
綿
布
を
主
に
取
扱
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
関
圧
が

担
う
業
務
は
、
大
き
く
わ
け
て
三
つ
あ
っ
た
。
綿
布
の
買
付
、
整
理
、
上
海
へ

の
輸
送
で
あ
る
。

農
民
か
ら
の
綿
布
の
買
付
は
閑
庄
が
直
接
に
お
こ
な
う
場
合
と
、
小
商
人
を

仲
介
に
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
買
付
値
段
の
決
定
は
、
布
に
使
わ
れ
て
い
る

原
糸
代
に
、
原
糸
代
の
一
定
割
合
を
織
賃
と
し
て
加
算
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て

い
た
・
従
っ
て
・
綿
糸
そ
の
も
の
の
価
格
の
変
動
を
考
慮
し
な
い
と
す
れ
ば
、

綿
布
の
買
付
値
段
は
使
用
し
て
い
る
原
糸
の
密
度
、
す
な
わ
ち
綿
布
の
重
量
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
・
閑
庄
は
買
い
付
け
た
綿
布
を
重
且
昔
基
本
条
件
と
し
て

等
級
に
整
理
し
、
上
海
へ
輸
送
し
た
。

上
海
が
開
港
し
南
通
や
海
門
の
綿
布
が
上
海
か
ら
東
北
市
場
に
む
け
て
移
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
閑
庄
は
臨
時
に
上
海
に
係
員
を
派
遣
し
東
北
か

ら
や
っ
て
き
た
商
人
と
の
取
引
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
の
関

庄
布
の
堅
売
量
の
増
加
に
対
応
し
き
れ
な
く
な
り
、
上
海
に
常
駐
し
て
市
況
報

告
や
綿
布
の
毘
付
資
金
の
確
保
、
そ
し
て
取
引
に
あ
た
る
出
店
を
お
く
よ
う
に

な
っ
た
。
出
店
-
庄
客
に
は
二
種
類
あ
っ
た
。
一
つ
は
南
通
や
海
門
の
関
庄

の
ま
っ
た
く
の
支
店
で
あ
り
・
経
済
的
に
独
立
し
て
い
な
い
「
坐
庄
」
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
特
定
の
閑
圧
の
出
店
で
は
な
く
、
独
立
し
て
複
数
の
閑
庄
に
か
わ

っ
て
上
海
で
活
動
す
る
「
帯
庄
」
で
あ
る
。
当
於
、
「
坐
庄
」
を
上
海
に
お
く

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
資
力
の
豊
か
な
閑
庄
で
あ
る
。

上
海
に
お
い
て
、
庄
客
を
通
し
て
関
圧
か
ら
綿
布
を
月
う
の
は
、
汝
の
よ
う

な
商
人
で
あ
る
。
一
・
号
璋
こ
れ
は
船
号
邦
巾
の
略
称
で
あ
り
、
大
部
分
が
寧

波
出
身
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
次
の
客
邦
甲
な
ど
の
た
め
に
上
海
か
ら
綿
花
や

綿
布
・
営
口
か
ら
豆
油
や
豆
餅
の
輸
送
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
自
ら
が

関
庄
布
の
売
買
に
の
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
号
邦
巾
は
関
庄
に
資
金
の
前
貸
を

お
こ
な
い
、
閑
庄
布
の
営
口
へ
の
販
売
に
優
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も

っ
と
も
後
に
関
庄
の
資
力
が
豊
か
に
な
り
信
用
が
高
く
な
る
と
、
庄
客
を
通
し

て
上
海
の
銭
荘
か
ら
融
資
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
号
邦
帆
の
前
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貸
は
な
く
な
っ
た
。
二
、
客
討
。
営
口
の
商
人
で
山
東
出
身
者
が
多
く
、
号
常

の
帆
船
を
雇
っ
て
関
庄
布
を
営
口
に
運
ん
だ
。
閑
庄
布
の
取
引
量
は
こ
の
二
種

類
の
商
人
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
安
東
軍
散
邦
㌢
青
藍
菅
と

称
さ
れ
る
商
人
た
ち
が
い
た
。

関
庄
布
は
上
海
か
ら
営
口
と
安
東
に
む
け
て
移
出
さ
れ
た
が
、
営
口
に
入
っ

た
閑
庄
布
は
さ
ら
に
遼
陽
、
長
春
、
喰
爾
濱
、
斉
斉
蛤
雨
な
ど
に
販
売
さ
れ
た
・

他
方
、
安
東
に
入
っ
た
閑
庄
布
は
鴨
縁
江
流
域
で
販
売
さ
れ
た
二
九
二
〇
年

代
中
頃
ま
で
は
営
口
に
入
る
閑
庄
布
の
量
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
が
二
九
三

〇
年
頃
に
な
っ
て
安
東
向
田
庄
布
の
移
出
が
か
な
り
増
加
し
た
。
し
か
し
い
ず

れ
も
満
州
事
変
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
う
け
・
閃
庄
布
の
東
北
市
場
で
の
坂

元
は
困
難
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
関
庄
布
の
原
糸
を
生
産
し
て
い
た
大
生
紗
厳
に
つ
い
て
も
史
料
の

刊
行
が
待
た
れ
る
が
、
同
厳
は
民
国
初
年
ま
で
一
二
番
手
綿
糸
の
生
産
量
が
八

〇
%
を
占
め
て
お
り
、
南
通
、
海
門
農
村
織
布
業
に
お
け
る
機
械
糸
の
採
用
、

そ
し
て
閃
庄
布
生
産
量
の
増
加
な
し
に
は
そ
の
発
展
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で

ぁ
る
。
そ
れ
だ
け
に
東
北
市
場
に
お
け
る
閑
庄
布
堅
冗
の
困
難
は
、
大
生
紗
厳

に
と
っ
て
も
大
き
な
打
撃
に
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
に
は
い
る

と
、
大
生
紗
厳
は
そ
れ
ま
で
の
閑
庄
布
用
原
糸
生
産
か
ら
転
換
し
、
二
〇
番
手

綿
糸
の
生
産
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
ー
一
九
三
二
年
に
は
八
〇
%
-
・

上
海
や
重
慶
に
事
務
所
を
開
設
し
て
南
通
・
海
門
以
外
に
む
け
て
も
綿
糸
の
版

元
に
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

滴
洲
事
変
が
閑
庄
布
の
東
北
市
場
で
の
販
売
に
最
終
的
な
大
打
撃
を
与
え
た

と
は
い
え
、
閑
庄
布
の
堅
冗
量
の
減
少
は
突
如
と
し
て
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
・

満
洲
事
変
以
前
に
関
庄
布
の
堅
冗
を
困
難
に
す
る
要
因
が
形
成
さ
れ
て
い
た
・

こ
の
要
因
に
つ
い
て
本
書
は
、
日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
大
連
の
東
北
市
場
に

ぉ
け
る
経
済
的
地
位
の
上
昇
と
、
営
口
が
も
と
も
と
内
包
し
て
い
た
金
融
・
遍

貨
面
の
不
便
さ
と
い
う
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
本
書
は
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
言
及
は
し
て
い
な
い
が
、

佐
々
木
正
故
、
倉
橋
正
直
両
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
少
し
補
っ
て
お
こ
う
・

中
国
の
開
港
以
前
、
営
口
は
す
で
に
東
北
随
一
の
海
港
と
な
っ
て
お
り
・
営
口

開
港
後
は
東
北
の
海
上
貿
易
を
独
占
す
る
状
態
で
あ
っ
た
・
営
口
は
遼
河
の
河

口
に
位
置
し
、
そ
の
水
運
を
利
用
し
た
東
北
各
地
と
の
問
の
商
品
流
通
が
展
開

し
た
。
し
か
し
一
九
〇
二
年
の
南
満
洲
鉄
道
の
開
通
に
よ
っ
て
・
遼
河
の
水
運

は
影
響
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
営
口
の
貿
易
額
は
一
九
世
紀
末
か
ら
日
昌

戦
争
頃
ま
で
が
ピ
ー
ク
で
、
そ
の
後
は
停
滞
状
態
に
お
ち
い
っ
た
・
日
露
戦
争

以
後
、
営
口
商
人
の
大
連
へ
の
移
動
が
顕
著
に
な
る
よ
う
だ
が
二
九
一
〇
年

代
に
は
、
営
口
は
大
連
に
そ
の
経
済
的
地
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
・
・

こ
の
経
済
上
の
地
位
の
逆
転
は
、
一
面
で
は
日
本
支
配
下
の
大
遠
の
経
済
的

成
長
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
・
他
面
で
は
営
口
が
本
来
も
つ
経
済

上
の
弱
さ
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
た
・
営
ロ
で
は
現
銀
の
不
足
を
軍
う
た
め

に
、
過
炉
銀
制
と
い
う
通
貨
別
度
を
採
用
し
て
い
た
・
過
炉
銀
制
は
営
口
の
荏

済
の
繁
栄
を
生
み
だ
し
は
し
た
が
、
こ
の
通
貨
別
度
は
営
口
商
人
の
個
人
的
信

用
の
上
に
、
十
分
な
準
備
金
の
な
い
ま
ま
に
大
量
に
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
・

一
た
び
取
引
上
に
崖
鉄
が
生
じ
る
と
営
口
庄
済
に
大
き
な
影
萱
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
っ
た
。

日
本
支
配
下
の
大
達
の
経
済
的
成
長
に
く
わ
え
て
、
営
口
経
済
の
も
つ
不
安

定
性
に
よ
っ
て
、
営
口
の
東
北
市
場
に
お
け
る
経
済
的
地
位
は
監
下
し
た
・
こ

れ
が
萬
洲
事
変
前
に
お
い
て
開
庄
布
の
の
堅
兄
立
を
減
少
さ
せ
た
要
田
と
し

て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
南
透
や
き
門
に
お
け
る
彊
庄

布
生
産
そ
れ
自
性
に
は
、
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
1
品
こ
と
に

っ
い
て
は
、
後
に
本
書
か
ら
推
お
し
得
る
点
を
述
.
へ
る
こ
と
に
す
る
・
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史料紹介

三
　
県
京
庄
布

前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
著
者
の
抹
挙
百
は
こ
の
県
京
庄
布
の
取
引
に
は
か

か
わ
っ
て
お
ら
ず
、
荻
遠
は
こ
の
種
の
捨
布
の
取
引
に
か
か
わ
っ
た
人
々
か
ら

の
班
取
り
に
主
に
基
.
つ
い
て
い
る
。
ま
た
下
編
の
な
か
の
「
抗
庄
布
菜
」
や
「
段

科
某
」
は
・
そ
れ
ぞ
れ
業
界
の
関
任
者
が
執
董
し
て
お
り
、
「
土
市
公
会
」
と

「
土
市
市
芝
の
冨
分
に
は
、
関
連
す
る
新
聞
記
事
や
そ
れ
ぞ
れ
が
発
行
し
た

文
献
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

手
機
精
布
の
堅
売
先
に
よ
る
区
別
は
も
と
も
と
は
な
か
っ
た
が
、
成
豊
か
ら

同
治
年
間
に
開
庄
布
、
県
庄
布
、
京
庄
布
と
い
っ
た
区
別
が
生
じ
た
。
閑
庄
布

と
県
庄
布
・
京
庄
布
の
、
再
選
、
お
門
の
手
織
綿
布
生
産
量
に
占
め
る
割
合
は
、

次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
県
京
庄
布
は
年
間

生
産
畳
の
三
〇
%
を
占
め
、
閃
庄
布
瑳
最
盛
期
に
は
七
〇
%
を
占
め
た
。
し
か

し
甫
通
・
百
円
の
手
機
綿
布
生
産
量
は
、
最
盛
期
に
は
一
〇
〇
〇
万
匹
に
の
ぼ

っ
た
と
、
先
に
ふ
れ
た
蘇
双
南
は
述
.
へ
て
お
り
、
こ
れ
で
本
書
の
示
し
て
い
る

閑
庄
布
最
盛
期
の
生
産
蔓
ハ
〇
〇
万
匹
を
除
す
る
と
、
七
〇
%
と
い
う
概
算
は

少
し
高
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
関
庄
布
の
割
合
が
六
〇
%
台
、
県
京
庄
布
が
三

〇
%
、
そ
し
て
残
り
の
教
%
を
杭
庄
布
お
よ
び
そ
の
他
の
綿
布
が
占
め
て
い
た

と
推
定
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

県
京
庄
布
や
杭
庄
布
は
そ
の
生
産
量
に
お
い
て
関
庄
布
よ
り
少
な
か
っ
た
だ

け
で
な
く
・
品
質
の
面
で
も
閃
庄
布
に
比
較
し
て
規
格
性
に
乏
し
か
っ
た
。
ま

た
県
京
庄
布
を
扱
う
商
人
の
活
動
も
、
関
庄
布
を
扱
う
商
人
ほ
ど
活
発
で
は
な

か
っ
た
。
閑
庄
布
を
扱
う
商
人
は
上
海
に
出
店
を
お
い
て
沙
布
公
所
を
創
設
し
、

そ
の
沙
布
公
所
が
営
口
に
駐
在
員
を
お
く
な
ど
し
て
閑
庄
布
の
市
場
調
査
や
販

売
促
進
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
比
較
す
る
と
県
京
庄
布
を
扱
う
商
人
の
活

動
は
消
極
的
で
、
客
商
が
南
通
に
綿
布
の
買
付
に
や
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い

る
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
県
京
庄
布
お
よ
び
杭
庄
布
の
生
産
が
、
南
通
、
海
門
の
農
村
織
布
業
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
、

関
庄
布
の
不
振
が
顕
著
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
綿
布
の
品
質
上
の

改
良
も
始
ま
っ
た
。
従
来
の
雑
多
で
不
統
一
な
綿
布
に
か
わ
っ
て
、
中
機
布
、

大
横
布
と
い
っ
た
規
格
性
の
あ
る
綿
布
が
主
流
に
な
っ
た
。
中
機
布
(
長
さ
四

丈
・
幅
一
尺
六
、
七
寸
)
に
つ
い
て
い
▼
フ
と
、
二
〇
番
手
と
い
う
関
庄
布
に
比

較
し
て
細
い
機
按
糸
を
原
糸
と
じ
て
生
産
さ
れ
た
。
大
機
布
の
規
格
は
長
さ
七

丈
五
尺
・
幅
二
尺
一
寸
で
あ
る
が
・
共
通
し
て
大
尺
布
と
異
な
っ
て
い
る
の
は

帽
が
広
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
次
に
ふ
れ
る
よ
う
に
織
機

の
変
化
が
関
係
し
て
い
た
。

一
九
三
五
年
に
は
南
通
に
土
布
市
場
が
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
新
し

く
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
綿
布
の
規
格
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
検
査
所
を
設
け
、
農
民
が
も
ち
込
む
綿
布
の
う
ち
規
格
に
あ
っ
た
も

の
の
み
皇
只
い
い
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
土
布
市
場
の
発
起
人
に
は

大
生
炒
飯
も
参
加
し
て
お
り
、
閃
庄
布
が
衰
退
し
た
現
在
、
新
し
い
綿
布
生
産

の
発
展
に
積
極
的
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
手
織
掃
布
生
産
の
変
化

本
書
全
休
を
通
し
て
み
る
と
、
「
土
布
史
」
と
は
い
っ
て
も
、
手
械
綿
布
と

り
わ
け
関
庄
布
の
流
通
面
に
つ
い
て
の
叙
述
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
が

上
海
の
花
布
号
で
関
庄
布
の
取
引
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
経
歴
か
ら
し
て
、

や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
。

農
村
織
布
業
は
外
国
綿
製
品
の
流
入
に
よ
っ
て
簡
単
に
は
破
壊
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
り
、
綿
布
の
生
産
量
お
よ
び
品
質
の
面
で
発
展
し
た
。
そ
れ
で
は
そ

の
間
に
生
産
形
態
等
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
下
編
第
七
章
、
八
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章
を
中
心
に
本
書
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
よ
う
。

手
織
綿
布
生
産
の
変
化
は
一
九
一
〇
年
代
に
そ
の
き
ざ
し
が
見
え
た
が
、
本

格
的
に
は
三
〇
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
。
満
洲
事
変
に
よ
っ
て
閑
庄

布
生
産
が
大
打
撃
を
う
け
た
後
の
手
織
綿
布
生
産
の
改
良
は
、
日
中
戦
争
の
開

始
に
い
た
る
ま
で
京
庄
布
や
杭
庄
布
を
中
心
に
生
産
量
を
増
加
さ
す
こ
と
に
成

功
し
た
よ
う
で
あ
る
。
杭
庄
布
の
生
産
量
は
、
日
中
戦
争
前
の
一
〇
年
間
に
最

高
水
準
に
達
し
た
。
ま
た
南
通
、
海
門
の
手
織
綿
布
の
総
生
産
量
も
・
蘇
双
南

に
よ
れ
ば
一
九
三
六
年
に
は
満
洲
事
変
前
の
最
高
水
準
に
回
復
し
た
。

l
九
三
〇
年
代
に
は
い
っ
て
い
く
つ
か
の
布
願
が
創
設
さ
れ
る
と
と
も
に
・

農
村
織
布
業
の
織
機
や
織
布
技
術
の
改
良
を
お
し
す
す
め
る
た
め
の
伝
習
所
も

開
設
さ
れ
た
。
農
村
織
布
業
に
お
け
る
織
機
の
変
遷
は
・
投
校
機
l
拉
校
機
l

鉄
輪
機
と
展
開
す
る
。
よ
り
幅
の
広
い
綿
布
を
よ
り
速
く
生
産
で
き
る
点
で
投

稜
機
よ
り
優
れ
て
い
た
拉
按
機
は
二
九
一
〇
年
代
後
半
に
南
通
の
一
部
で
使

用
さ
れ
始
め
、
そ
の
後
除
々
に
普
及
し
三
、
四
台
の
拉
後
腹
を
備
え
る
纖
戸
も

出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
織
布
作
業
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
進
行
で
き
る
点

で
織
布
機
械
の
基
本
原
理
を
そ
な
え
た
鉄
輪
機
の
普
及
は
も
う
少
し
遅
れ
二
九

三
〇
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
南
通
で
の
こ
う
し
た
新
し
い
織
機
の
普
及

時
期
は
、
河
北
省
の
綿
布
生
産
地
域
の
場
合
と
比
較
し
て
早
い
わ
け
で
は
な
い
。

関
庄
布
の
衰
退
が
顕
著
に
な
っ
て
以
後
・
こ
れ
ら
の
新
し
い
織
機
に
よ
っ
て
比

較
的
細
い
機
械
糸
を
原
糸
に
、
中
機
布
、
大
機
布
と
い
っ
た
よ
り
長
く
幅
の
広
い

綿
布
が
京
庄
布
や
杭
庄
布
の
主
流
と
し
て
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

規
格
の
統
一
を
は
か
る
た
め
に
、
織
戸
に
原
糸
や
訂
料
を
与
え
て
綿
布
を
織
ら
せ

る
定
機
制
が
採
用
さ
れ
る
よ
・
1
に
な
り
・
生
産
形
態
の
面
で
も
農
村
織
布
業
に
変

化
が
生
じ
た
。
こ
の
定
機
制
は
一
九
一
〇
年
代
に
す
で
に
綿
布
業
に
の
り
出
し
た

綿
布
店
が
採
用
し
て
い
た
が
、
本
格
的
に
は
三
〇
年
代
に
は
い
っ
て
展
開
し
た
・

超
崗
に
よ
れ
ば
、
前
貸
問
屋
制
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ
っ
た
。
第
一
は
・
織
戸

は
商
人
か
ら
綿
布
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
の
綿
糸
の
前
貸
を
う
け
、
織

賃
は
現
金
で
う
け
と
る
形
態
で
あ
る
。
第
二
は
、
嘩
戸
は
綿
布
を
生
産
す
る
の
に

必
要
以
上
の
綿
糸
の
前
貸
を
う
け
、
残
余
の
綿
糸
が
績
賃
に
あ
て
ら
れ
る
形
態
で

ぁ
る
。
趨
崩
、
厳
中
平
と
も
に
、
第
二
の
形
態
の
も
の
は
一
九
三
〇
年
に
南
通
で

は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
本
書
に
よ
る
と
、
南
通
の
定
機
制
は
こ

の
形
態
の
も
の
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
早
く
か
ら
定
機
制
を
採
用
し
た
的

布
店
、
そ
れ
に
灰
庄
邦
巾
は
第
一
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
南
通
で
も
、
商
人
が
原
糸
や
顔
料
を
一
定
の
農
民
に
前
貸
し
・

規
格
化
さ
れ
た
綿
布
を
生
産
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
く
り
か
え
し
に
な

る
が
、
こ
こ
に
み
た
よ
う
な
織
機
や
生
産
形
態
の
変
化
は
、
関
庄
布
の
衰
退
後

に
本
格
的
に
出
現
し
た
。
閃
庄
布
に
つ
い
て
も
大
尺
布
に
は
規
格
性
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
定
機
制
の
よ
う
な
生
産
形
態
が
閑
庄
と
農
民
と
の
問
に
成
立

す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
の
な
か
に
は
・
定
機
別
の
展

開
を
つ
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
実
際
に
農
機
あ
る
い
は
原
糸
、
そ

れ
に
生
産
形
態
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
要
因
に

く
わ
え
て
、
市
場
の
要
請
の
変
化
に
応
じ
得
な
か
っ
た
閑
庄
布
生
産
そ
れ
日
比

に
存
在
し
た
衰
退
要
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
九
三
〇
年
に
東
北
市
場
を
調
査
し
た
株
左
古
は
、
東
北
人
民
の
綿
布
に
対

す
る
好
み
が
変
っ
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
た
・
院
庄
布
は
そ
の
等
綾
の
つ
け
方

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
耐
久
性
を
フ
り
栂
に
し
て
い
た
が
・
こ
の
頃
に
は
・

耐
久
性
は
選
択
の
基
準
で
は
な
く
な
り
、
見
た
目
が
美
し
く
伝
格
の
安
い
綿
布

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

(
付
記
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

な
お
、
南
通
、
海
門
農
村
践
布
菜
と
東
北
市
場
の
院
庄
に
つ
い
て
は
、
野
沢

豊
「
資
本
主
義
の
発
達
と
辛
亥
革
命
」
(
r
講
座
中
国
近
現
代
史
」
第
三
巻
所
収
)

が
言
及
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
下
関
市
立
大
学
)
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