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宋
代
の
専
売
法
で
は
、
専
売
品
の
消
費
者

へ
の
販
売
を
商
人
に
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
と
き
商
人

へ
の
専
売
品
の
払
い
下
げ
は
手

形
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
専
売
品
の
扱
い
を
希
望
す
る
商
人
は
ま
ず
政
府
の
発
行
す
る
専
売
手
形
を
購
入
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
手

形
は
専
売
品
の
取
り
扱

い
許
可
証
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
商
人
は
、
生
産
地
ま
で
こ
れ
を
持
参
し
、
現
地
の
政
府
機
関
や
生
産
者
に
提
示

す
る

こ
と
で
は
じ
め
て
専
売
品
の
現
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

北
宋
で
は
こ
の
よ
う
な
専
売
手
形
は
、
入
中
糧
草
交
引
と
呼
ば
れ
る
別
種
の
手
形
と
組
み
合
わ
せ
て
運
営
さ
れ
、
北

辺
に
駐
屯
す
る
軍
隊

へ
の

補
給
に
利
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
北
辺
で
軍
需
品
を
納
入
す
る
商
人
を
募
り
、
こ
れ
に
応
じ
た
者
に
京
師

で
の
支
払
い
を
約
束
し
た
入

中
糧
草
交
引
を
与
え
る
。
そ
の

一
方
で
京
師
に
お
い
て
各
種
専
売
手
形
を
発
行
し
、
商
人
に
対
し
て
売
却
す
る
。
そ

し
て
、
入
中
糧
草
交
引
を
持

っ
た
商
人
が
京
師
に
や

っ
て
く
る
と
、
専
売
手
形
の
発
行
に
よ
っ
て
集
め
た
資
金
を
用
い
て
そ
の
支
払
い
を
お
こ
な
う

の
で
あ
る
。
時
に
政
府
は

入
中
糧
草
交
引

へ
の
支
払
い
に
専
売
手
形
そ
の
も
の
を
充
て
る
こ
と
も
あ

っ
た

。

専
売
手
形
は
そ
も
そ
も
密
売
を
防
ぐ
目
的
で
導
入
さ
れ
た
専
売
品
の
取
り
扱
い
許
可
証
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
専
売
品
の
産
地
と
離
れ
た

京
師

で
発
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
京
師
か
ら
そ
う
し
た
地
域

へ
の
価
値
移
送
の
手
段
と
い
う
為
替
手
形
と
し
て
の
役
割

も
あ
わ
せ
持

つ
よ
う
に
な

っ

た
。
も

っ
と
も
当
時
、
為
替
の
制
度
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
来
の
為
替
制
度
と
し
て
は
北
宋

で
は
、
政
府
の
運
営
す
る
い

わ
ゆ
る

「便
銭
」
が
存
在
し
て
い
た

。
そ
の
基
本
的
な
運
営
法
は
、
寄
託
さ
れ
た
銭
と
引
き
換
え
に
京
師
の

「便
銭
務
」
と
呼
ば
れ
る
役
所
が

北
宋
に
お
け
る
京
師
と
江
潅
地
域
と

の
間

の
商
業
流
通
に

つ
い
て

専

売

手

形

の
流

通

よ

り

見

た

は

じ

め

に

後

藤

久

勝



振
り
出
し
た
便
銭
手
形
を
地
方
の
州
軍
に
お
い
て
支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
宋
初
に
お
い
て
は
商
人
ら
に
よ
っ
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
。
し

か
し
や
が
て
茶
引

・
塩
砂

(茶

・
塩
の
専
売
手
形
)
が
京
師
で
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
は
便
銭
に
か
え
て
こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
州
軍
の
財
源
が
不
足
し
て
便
銭
の
支
払
い
が
滞
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
や
、
便
銭
を
利
用
し
た
際
に
は
要
求
さ
れ

た
利
用
手
数
料
が
専
売
手
形
で
は
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

。

京
師
で
発
行
さ
れ
た
茶
引

・
塩
砂
が
北
宋
で
は
商
人
ら
に
よ
っ
て
地
方
、
と
り
わ
け
江
潅
地
域

(潅
水
以
南

の
長
江
中

・
下
流
域
)

へ
向
け
た

価
値
移
送
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
の
は
、
日
野
開
三
郎
氏
と
幸
徹
氏
で
あ
る

。
し
か
し
日
野
氏
の
論
は
、
茶
引

・
塩
紗

が
有
価
証
券
と
し
て
紙
幣
的
に
行
使
さ
れ
た
と
い
う
点
に
、
幸
氏
の
論
は
、
江
潅
地
域
か
ら
北
上
し
た
物
資
の
対
価
と
し
て
そ
れ
ら
有
価
証
券
が

南
下
し
、
華
北

.
華
南
間
の
経
済
交
流
を
支
え
た
と
い
う
点
に
そ
れ
ぞ
れ
力
点
を
置
い
て
お
り
、
茶
引

・
塩
紗
の
流
通
過
程
に
商
人
が
ど
の
よ
う

に
関
わ

っ
た
の
か
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
活
動
実
態
を
持

つ
商
人
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
専
売
手
形
の
流
通
の
具
体
的
様
相
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た

の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
を
目
指
し
、

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
当
時
様

々
な
レ
ベ
ル
の
活
動
域
を
持

つ
商
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
研
究
者
の
間
で
定

説
と
さ
れ
て
き
た
宋
代
の
い
わ
ゆ
る
遠
隔
地
商
業
の
発
達
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
実
態
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
う
。

本
節
で
は
ま
ず
京
師
に
お
け
る
手
形
取
引
の
実
際
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
京
師
で
茶
引

・
塩
砂
と
い
っ
た
専
売
手
形
を
購
入
し
た
の
は
、
ど
の

よ
う
な
商
人
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
は
、
京
師
で
こ
れ
ら

の
手
形
を
買

っ
た
商
人
が
、
「南
商
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る

。
「南
商
」
の
実
態
に

つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
ま
ず
、
京
師
よ
り
南

を
舞
台
に
客
商
活
動
を
行

っ
て
い
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

「南
商
」
が

「北
商
」
と
呼
ば
れ
る
商
人
と
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
「北
商
」
と
は
政
府
の
呼
び
か
け
に
応
じ
北
辺
で
軍
需
品
を
納
入
し
た
商
人
の
こ
と
で
あ
る

。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
こ
う
し

た
行
為
の
見
返
り
と
し
て
、
京
師
で
の
支
払
い
を
約
束
さ
れ
た
入
中
糧
草
交
引
を
政
府
か
ら
受
け
取

っ
た
。
入
中
糧
草
交
引
の
支
払
い
に
は
本
来

な
ら
ば
見
銭
を
用
い
る
べ
き
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
政
府
は
そ
れ
に
し
ば
し
ば
茶
引
や
塩
砂
を
充
当
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
北
商
は
、

・

一
　

京

師

に

お

け

る

手

形

取

引

の
状

況



京
師

に
持
参
し
た
入
中
糧
草
交
引
を
そ
の
ま
ま
南
商
に
転
売
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
ひ
と
ま
ず
政
府
か
ら
専
売
手
形

に
よ
る
支
払
い
を
受
け
た

と
し
て
も
、
そ
う
し
て
得
た
手
形
は
や
は
り
南
商
に
売
却
し
て
い
た

。
と
い
う
の
も
、
専
売
手
形
が
対
象
と
す
る
専
売
品
の
産
地
は
南
方
に
存

在
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
に
は
北
商
は
赴
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。
京
師
を
越
え
て
往
来
す
る
商
人
が
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
地

に
至

っ
た
客
商
の
大
半
は
、
こ
こ
を
結
節
点
と
し
て
南
北
に
分
か
れ
た
活
動
圏
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。

さ

て
、
茶
引

・
塩
砂
の
引
き
受
け
手
で
あ
っ
た
南
商
も
、
京
師
以
南

の
地
を
あ
ま
ね
く
覆
う
よ
う
な
活
動
域
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
で
は
、
彼
ら
の
活
動
の
中
心
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
南
方
に
お
け
る
彼
ら

の
本
拠
地
は
ど
こ
に
置
か

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
手
形
の
支
払
い
地
が
ど

こ
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の

か
、

そ
の
支
払
い
地
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
手
形

の
支
払
い
地
を
見
る
こ
と
で
、
商
人
の
活
動
範
囲
に

つ
い
て
あ
る
程
度
の
目
安
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も

つ
と
も
、
京
師
で
手
形
を
入
手
し
た
商
人
は
こ
れ
を
地
方
で
別
の
商
人
に
転
売
す
る
場
合
が
あ
り

(次

節
参
照
)
、
必
ず
し
も
そ
の
支
払
い
地
に
出
向
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

茶

引
に
対
す
る
茶

の
支
払
い
は
、
准
南
に
あ

っ
て
潅
南
産
の
茶
を
取
り
扱
う

「山
場
」
か
、
ま
た
は
長
江

・
潅
水
流
域
に
あ
っ
て
江
南
産

の
茶

を
取
り
扱
う

「沿
江
権
貨
務
」
で
お
こ
な
う
決
ま
り
に
な

っ
て
い
た
。

い
く

つ
か
存
在
す
る
山
場

・
沿
江
権
貨
務
の
う
ち
ど
こ
を
支
払
い
地
と
す

る
か
は
、
商
人
が
京
師
で
茶
引
を
受
け
取
る
際
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
山
場
は
全
部
で
十
三
カ
所
が
存
在
し
、

そ
れ
ら
は
寿
州

・
盧
州

・

光
州

・
箭
州

・
薪
州

・
黄
州
に
分
布
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
州
は
大
別
山
脈
の
周
辺
部
に
位
置
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
准
南
西
路
に
属
す
る
。
ま

た
沿

江
権
貨
務
は
、
潅
南
東
路
の
海
州

・
真
州
、
准
南
西
路
の
無
為

・
薪

口
、
荊
湖
北
路
の
郡
州

・
漢
陽
の
計
六
カ
所
が
存
在
し
た

。

つ
ま

り
、

以
上
の
よ
う
な
山
場

・
権
貨
務
の
分
布
か
ら
考
え
る
と
、
茶
引
を
価
値
移
送
の
手
段
と
し
て
用
い
た
と
き
に
最
も
恩
恵
を
被
る
の
は
准
南
東

西

・
荊
湖
北
の
諸
路
に
赴
く
商
人
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

塩
紗

の
支
払
い
地
は
潅
南

・
江
南

・
両
漸

・
荊
湖

の
各
州
軍
に
設
定
さ
れ
、
茶
引
に
比
べ
て
広

い
範
囲
に
及
ん
で
い
た

。
し
た
が

っ
て
塩

紗
を
利
用
す
れ
ば
、
商
人
は
茶
引
を
利
用
し
た
場
合
に
加
え
て
両
漸

・
江
南
東
西

・
荊
湖
南
路
と
い
っ
た
地
域

へ
の
送
金
も
可
能
と
な
る
。
塩
の

場
合
、
茶
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
山
場
や
沿
江
権
貨
務
と
い
っ
た
商
人

へ
の
払
い
下
げ
を
専
門
に
お
こ
な
う
機
関

は
存
在
せ
ず
、
州
軍
が
そ

の
業
務
を
担
当
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
商
人
は
塩
砂
を
手
に
入
れ
る
と
、
そ
れ
を
持

っ
て
塩
の
販
売
を
希
望
す
る
地

へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
、
そ

の
地
の
州
軍
の
塩
倉
で
塩
紗
と
引
き
換
え
に
塩
を
受
け
取
る
の
で
あ
る

。



以
上
の
茶
引

.
塩
砂
の
ほ
か
、
京
師
か
ら
華
中

・
華
南

へ
の
送
金
に
商
人
が
用
い
て
い
た
手
形
に
は
便
銭
が
存
在
し
た
。

こ
の
便
銭
の
行
使
地

域
は
塩
紗
の
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
広
く
、
広
南

の
東
西
両
路
を
も
包
含
し
て
い
た

。
た
だ
し
、
大
中
祥
符

(
一
〇
〇
八
～

一
〇

一
六
)
頃
に
京

師
で

一
年
間
に
発
行
さ
れ
た
便
銭
の
総
額
が
二
六
〇
万
貫
前
後
で
あ
り

、
そ
の
う
ち
広
南
東
路
を
払
い
戻
し
地
と

し
た
分
が
約
五
万
貫
で
あ

っ
た

と
い
う
事
実
を
見
れ
ば

、
そ
れ
ら
の
地
域
に
向
け
た
送
金
の
需
要
は
相
対
的
に
小
さ
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
便
銭

の
場
合
も
、
中
心
と
な

っ
た
送
金
先
は
茶
引

・
塩
紗
と
同
じ
く
や
は
り
長
江
の
中

・
下
流
域
で
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

各
種
手
形
の
支
払
い
地
が
准
南

・
両
漸

・
江
南

・
荊
湖
の
各
路
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
京
師
で
南
商
と
呼
ば
れ
た

客
商
が
目
指
し
た
の
も
こ
れ
ら
の
地
域
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
当
然
地
域
差
が
存
在

し
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
右

に
示
し
た
地
域
の
う
ち
、
ど
こ
が
よ
り
多
く
の
客
商
を
京
師
か
ら
集
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
、
そ
う
し
た
地
域
の
名
を
直
接
的
に
伝
え
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
沈
括
の

『
夢
渓
筆
談
』
巻

一
一
、
官
政

一
の
割

注
に
、緊

便
銭
謂
水
路
商
旅
所
便
庭
、
緊
茶
紗
謂
上
三
山
場
権
務
。

慢
便
銭
謂
道
路
貨
易
非
便
庭
、
慢
茶
砂
謂
下
三
山
場
権
務
。

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
そ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
便
銭
に
は
、
水
路
沿
い
に
あ

っ
て
商
人
に
便
利
な
場
所

に
宛

て
た
緊
便
銭
と
、
陸
路
沿
い
に
あ

っ
て
交
易
に
不
便
な
場
所
に
宛
て
た
慢
便
銭
の
二
つ
の
種
類
が
存
在
し
た
。
客
商
に
と

っ
て
都
合
の
よ
い

便
銭

の
払
い
戻
し
地
が
、
水
路

の
通
じ
た
箇
所
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
ら
の
目
的
地
が
そ
う
し
た
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
各
種
手
形
を
利
用
し
た
南
商
が
目
的
地
と
し
た
の
も
、
江
南

・
准
南

・
両
漸

・
荊
湖

の
諸
地
域
の
な
か

の
、
特
に
水
路
沿
い
に
位

置
す
る
州
軍
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

宋
代
に
お
け
る
政
府
の
運
賃
支
払
い
規
定

で
は
、
陸
運
の
運
賃
は
水
運
の
運
賃
に
比
べ
、
三
倍
か
ら
十
倍
も
高
く
定
め
ら
れ
て
い
た

。

つ

ま
り
、
客
商
に
と
っ
て
水
路
沿
い
の
地
点
が
便
利
で
あ

っ
た
の
は
、
水
運
の
費
用
が
陸
運
の
費
用
と
比
較
し
て
は
る
か

に
安
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
南
方
か
ら
京
師

へ
来
て
い
た
商
人
の
大
半
は
、
も

つ
ば
ら
水
路
上
を
移
動
す
る
客
商
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

右

の
想
定
は
ま
た
沿
江
権
貨
務

の
置
廃

の
状
況
に
よ

っ
て
傍
証
さ
れ
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
沿
江
権
貨
務

は
長
江
よ
り
南
で
産
出
さ

れ
た
茶
を
商
人
に
払

い
下
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
機
関
で
あ
っ
た
。

こ
の
沿
江
権
貨
務
は
、
淳
化
四
年

(九
九
三
)

以
前
に
は
先
に
挙
げ
た
海



前
節
で
は
京
師
で
手
形
を
購
入
し
た
商
人
に
着
目
し
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
節
で
は
江
准
地
域
で
手
形

へ
の
支
払
い
を

受
け
た
商
人
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
が
前
節

で
見
た
商
人
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
手
形
決
済
の
場
に
登
場
す
る

「小
客
」
と
呼
ば
れ
る
商
人
の
存
在
で
あ
る
。
小
客
に
つ
い
て
は

『
宋
会
要
』
食
貨
三

〇
ー

六
、
天
聖
元
年

(
一
〇
二
三
)
四
月
の
条
に
、

定
奪
茶
盤
所
言
、
…
…
看
詳
十
三
山
場
茶
貨
、
肚
爽
多
存
小
客
興
販
。
…
・

と
あ
り
、
ま
た
同
書
、
食
貨
三
〇
ー
七
、
天
聖
二
年

(
一
〇
二
四
)
三
月
の
条
に
、

屯
田
員
外
郎
高
観
言
、
…
…
又
既
許
商
人
貼
射
茶
貨
、
不
拘
斤
数
、
多
有
小
客
、
於
諸
場
貼
射
止

一
二
十
斤
、
便
出
公
引
、
慮
以
貼
射
爲
名
、

二

江

潅

地

域

に

お

け

る

手

形

取

引

の

状

況

州

・
真
州

・
無
為

・
薪

口
・
鄙
州

・
漢
陽
の
ほ
か
に
京
西
南
路

の
嚢
州
と
荊
湖
北
路
の
復
州
と
を
加
え
た
計
八
カ
所
が
存
在
し
て
い
た
。
裏
州
と

復
州
の
二
務
は
、
太
平
興
国
二
年

(九
七
七
)
に
郷
州

・
無
為

の
権
貨
務
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
が
、
淳
化
四
年
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
の
ち
復
置

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

。

こ
の
よ
う
な
裏
州

・
復
州
の
両
権
貨
務

の
廃
止
は
売
上
成
績
の
不
振
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
売

上
成
績
の
不
振
が
生
じ
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
南
商
の
多
く
が
水
路
上
を
往
来
す
る
客
商
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
説
明
で
き
る
。
嚢

州

・
復
州
は
い
ず
れ
も
漢
水
流
域
に
位
置
し
て
お
り
、
江
南
か
ら
茶
を
搬
入
す
る
に
は
好
都
合
で
あ
る
が
、
京
師
か
ら
訪
れ
る
場
合
に
は
行
程
の

大
半
を
陸
路
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
南
商
の
実
態
が
水
路
に
沿

っ
て
移
動
す
る
客
商
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
場
所
に

あ
る
権
貨
務
を
敬
遠
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
北
宋
で
は
京
師
で
各
種
手
形
を
購
入
す
る
商
人
は

「南
商
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
彼
ら
が
南
商
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
京
師
以
南
を
活
動
範
囲
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
京
師
を
越
え
て
移
動
す
る
客
商
が
い
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
商
人
は
少
数
で
あ
り
、
大
多
数
の
客
商
は
京
師
を
境
に
南
北
に
分
か
れ
て
活
動
し
て
い
た
。
ま
た
、
京
師
を
離
れ
た
南

商
が
目
指
し
た
の
は
、
江
南

・
准
南

・
両
漸

・
荊
湖
の
諸
路
に
属
す
る
水
路
に
面
し
た
州
軍
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
南
商

は
、
京
師
と
こ
う
し
た
地

域
と
を
水
路
に
よ

っ
て
往
復
す
る
商
人
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。



と
あ

る
。
こ
こ
に
見
え
る
貼
射
と
は
、
商
人
が
、
自
ら
の
買
い
入
れ
た
茶
に
つ
い
て
希
望
す
る
販
売
地
を
申
告
す
る
行
為
を
さ
す
が

、
右
の

記
事
は
、
准
南
で
茶
を
貼
射
し
た
商
人
の
な
か
に
小
客
と
呼
ば
れ
る
商
人
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
彼
ら

は
十
斤
～
二
十
斤

(約
六

㎏
～
十
二
㎏
)
と
い
っ
た
小
単
位
で
茶
を
買
う
こ
と
す
ら
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
十
斤
二
十
斤
の
貼
射
と

い
う

の
は
、
密
売
の
隠
れ
蓑
に

す
る
た
め
の
名
目
的
な
取
引
で
あ

っ
た
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
右
の
記
事
に
よ
り
、
小
客
と
い
う
文
字
通
り
資
力
の
小
さ
な
客

商
が

こ
の
地
域
に
数
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

小
客
が
茶
を
手
に
入
れ
る
際
に
用
い
た
の
は
、
短
引
と
呼
ば
れ
る
茶
引
で
あ

っ
た

。
茶
引
に
は
長
引

・
短
引
の
二
種
類
が
あ
り
、
長
引

一

引
あ
た
り
の
取
引
額
は
大
き
く
短
引
の
そ
れ
は
小
さ
か

っ
た
。
ま
た
長
引
を
用
い
て
入
手
し
た
茶
は
入
手
し
た
路
以
外

の
路
で
、
短
引
を
用
い
て

入
手
し
た
茶
は
入
手
し
た
路
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
販
売
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た

。
短
引
を
利
用
し
た
茶
の
販
売

が

一
路
内
に
限
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
短
引
の
対
象
と
す
る
小
客
の
活
動
範
囲
が

一
路
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
茶
引
を
手
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
力

・
行
動
範
囲
に
限
り
の
あ

る
小
客
が
、
茶
引
を
入
手

す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
京
師
ま
で
出
向
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
小
客
が
茶
引
を
手
に
入
れ
る
に

は
二
通
り
の
方
法
が
あ

っ

た
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の

一
は
、
産
地
の
州
軍
に
代
価
を
納
め
て
茶
引
を
得
る
と
い
う
方
法
で
あ
る

(茶
引
は
京
師
の
権
貨
務
の
ほ
か
、
江
准
地

域
で
も
発
行
さ
れ
て
い
た
)

。

そ

の
二
は
、
大
商
人
か
ら
茶
引
を
買
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
『宋
会
要
』
食
貨
三
二
!
二
、
政
和
三
年

(
=

=

二
)
正
月
十
八
日
の
条
に
、

尚
書
省
勘
會
、
除

(衛
字
?
)
販
茶
短
計
、
巳
降
掛
揮
、
許
犬
商
幣
買
、
前
去
産
茶
路
分
、
韓
費
與
本
路
小
客
、

傍
別
給
公
悪
。
詔
、
長
引

如
大
商
願
帯
買
轄
費
者
、
亦
許
依
短
引
法
施
行
、
其
所
給
公
慧
、
傍
限
半
年
緻
納
。

と
あ

る
記
事
に
よ
れ
ば
、
小
客
に
転
売
す
る
目
的

で
大
商
が
政
府
か
ら
茶
の
短
引
を
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
商
が
短
引
を
買
っ
た
の

は
京
師
の
権
貨
務
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
京
師
で
短
引
を
ま
と
め
買
い
し
た
大
商
は
、
茶
の
生
産
路
で
そ
れ
を
小
客
に
分
売
し
た
。
小
客
は
そ
の

短
引
を
用

い
て
茶
を
入
手
し
た
の
で
あ
る
。

大
商
か
ら
小
客

へ
の
手
形
の
転
売
は
、
塩
紗
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
つ
と
も
塩
紗

の
場
合
、
そ
の
こ
と
を
直
接

的
に
示
す
事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
塩
紗
は
江
潅
各
地
の
都
市
に
店
を
構
え
る
坐
質
に
よ

っ
て
売
買
の
対
象
と
さ

影
帯
私
茶
出
界
。



れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
塩
砂
を
政
府
か
ら
買

っ
た
商
人
と
、
そ
れ
を
行
使
し
て
塩
を
入
手
し
た
商
人
と
が
別
々
に
存
在
し
て

い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
塩
紗
を
京
師
で
購
入
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
茶
引
と
同
じ
く
大
商
で
あ
ろ
う
。

さ

て
以
上
で
は
、
専
売
手
形
を
利
用
す
る
商
人
に
大
商
と
小
客
と
が
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者

へ
の
手
形
の
転
売
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
で
は
、
前
節
で
見
た

「南
商
」
は
、
こ
う
し
た
構
造
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

地
方
的
な
客
商
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
小
客
が
手
形
を
買
う
た
め
に
京
師
ま
で
赴
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が

っ
て
、
京
師
で
手
形
を
買
っ

た
南
商
に
は
こ
う
し
た
商
人
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
南
商
と
は
江
潅
地
域
に
お
い
て
小
客
と
対
置
さ
れ
た
大
商
で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
京
師
で

「南
商
」
と
呼
ば
れ
た
客
商
は
、
江
潅
地
域
に
や

っ
て
来
る
と

「大
商
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
南
商
と
大
商
と
は
完
全
に

一
致
す
る
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
両
者
の
重
な
り
合
う
部
分
は
大
き
か

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
京
師
で
手
形
を
購
入
し
た
南
商
は
、
水
路
に
よ
っ
て
江
准
要
衝
の
州
府
に
至
り
、
そ
れ
を
小
客
に
売
却
し
た

の
で
あ
る
。

南

商
口
大
商
が
江
准
地
域
の
主
要
都
市
と
の
間
を
往
復
す
る
商
人
で
あ

っ
た
と
し
て
、

一
方
の
小
客
は
ど
の
程
度

の
範
囲
を
活
動
圏
と
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
短
引
に
よ

っ
て
得
た
茶
は
産
地
の
路
内
で
売
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
決
ま
り
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
短
引
を
茶
の
入
手
に
用
い
て
い
た
小
客
の
活
動
圏
も
、
一
路
内
に
お
さ
ま
る
範
囲
、
お
そ
ら
く
は
数
州
以
下
の
範
囲

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

地
方
的
な
客
商
の
活
動
圏
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
参
考
に
な
ろ
う
。
『
東
披
奏
議
集
』
巻
二
、
「論
河
北
京
東
盗
賊
状
」

に
、

…
…
凡
小
客
本
少
力
微
、
不
過
行
得
三
爾
程
。
若
三
雨
程
外
、
須
籍
大
商
興
販
、
決
非
三
百
斤
以
下
小
客
所
能
行
運
、
無
縁
大
段
走
失
。
且

平
時
大
商
苦
、
以
盤
遅
而
無
買
。
小
民
之
病
、
以
僻
遠
而
難
得
盤
。
今
小
商
不
出
税
銭
、
則
所
在
孚
來
分
買
、
大

商
既
不
積
滞
、
則
輪
流
販

費
、
収
税
必
多
、
而
郷
村
僻
遠
、
無
不
食
盛
、
所
費
亦
廣
。
…
…

と
あ
る
。
こ
こ
で
蘇
献
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
少
な
い
資
本
し
か
持
た
な
い
客
商
に

つ
い
て
は
、
塩
税
の
徴
収
を
免
除
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
蘇
載
が
そ
う
し
た
客
商
の
こ
と
を
、
三
百
斤

(約

一
八
〇
㎏
)
以
下
の
貨
物
を
携
え
て
二
～
三
程
の
範
囲
内
で
移
動

す
る
、
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

一
程
を
五
〇
里
と
す
れ
ば

2̂3)、
彼
ら
の
移
動
距
離
は

一
〇
〇
～

一
五
〇
里

(約
五
五
～
八
三
㎞
)
程
度
で

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
距
離
を
半
径
と
し
て
円
を
描
く
と
、

一
州
の
領
域
よ
り
ゃ
や
広
い
範
囲
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
し
た
が

っ



て
こ
こ
で
い
う
小
客
は
、
二
州
あ
る
い
は
三
州
に
ま
た
が
る
範
囲
を
活
動
域
と
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

右

の
記
事
が
述
べ
る
の
は
河
北

・
京
東
路
に
お
け
る
状
況
で
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
れ
を
安
易
に
江
准
地
域
に
あ
て
は
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、

一
路
内
で
活
動
す
る
客
商

の
移
動
距
離
と
し
て
見
た
と
き
、

一
五
〇
里
前
後
と
い
う
数
値
は
妥
当
な
も
の
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
北
宋
時
期
の
江
潅
地
域
に
お
け
る
流
通
網
は
、
二
～
三
州
程
度
の
広
が
り
を
も
つ
中
小
の
客
商

の
形
作
る
市
場
圏
の
中

を
、
京
師
と
こ
の
地
域
と
を
往
来
す
る
大
商
の
交
易
路
が
貫
く
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と

こ
ろ
で
、
江
潅
地
域
に
お
い
て
南
商
が
茶
引

・
塩
紗
を
転
売
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
彼
ら
が
現
地
の
客
商
に
直
接

そ
れ
ら
の
手
形
を
売
却
す

る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
茶
引

・
塩
紗
の
転
売
は
仲
介
の
商
人
の
手
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

手
形
売
買
の
仲
介
役
を

つ
と
め
た
商
人
と
し
て
は
京
師
の
交
引
鋪
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が

、
同
様
な
商
人
は
江
准
各
地
の
主
要
な
都
市
に

も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

『
宋
会
要
』
食
貨
二
五
ー

一
五
、
宣
和
三
年

(
一
一
二

一
)
九
月
十

一
日
の
条
に
、

中
書
省
言
、
検
會
崇
寧
元
年
十
月
四
日
軟
、
東
南
末
盤
書

一
内

一
項
、
見
任
及
停
閑
命
官
有
蔭
子
弟
得
解
學
本
州
縣
公
人
之
家
、
並
不
得
作

鋪
戸
、
與
客
人
用
紗
請
盤
、
違
者
徒
二
年
。
…
…
勘
會
、
前
項
逐
色
人
、
若
自
用
紗
請
盤
販
費
、
或
接
買
停
場
監
紗
轄
費
、
尤
當
禁
止
。
…

と
あ
る
記
事
に
よ

っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
別
の
事
例
と
し
て
、
南
宋
時
代
に

つ
い
て
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
潅
南
東
路
の
通
州
に
客
商

を
相

手
に
塩
紗
の
取
引
を
お
こ
な
う

「土
豪
紗
鋪
」
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
例
も
挙
げ
ら
れ
る

。
た
だ
し
、
地
方
の
こ
の
よ
う
な
商
人
を

「交
引
鋪
」
と
称
し
た
例
は
管
見
の
限
り
で
は
見
出
し
え
な
い

。

地
方
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
商
人
は
、
必
ず
し
も
手
形
売
買
の
業
務
に
特
化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
右
の
史
料
に
見
え
る

「鋪
戸
」
も
、

客
商
と
の
問
で
塩
紗
を
売
買
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
そ
れ
を
用
い
て
塩
を
得
て
い
る
。
手
形
を
扱

っ
た
鋪
戸
は
、

た
い
て
い
は
こ
の
よ
う
に

専
売
品
等
の
現
物
も
同
時
に
取
り
扱

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
存
在
と
し
て
さ
し
当
た
り
想
定
さ
れ
る
の
は
、
茶
鋪
戸
や
塩
鋪
戸
と
い

っ
た
商
人
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ

の
両
者
に
加
え
、
牙
人

や
邸
店
蓼
と
い
っ
た
商
人
も
ま
た
茶
引

・
塩
紗
の
売
買
に
参
入
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
『宋
会
要
』
食
貨
三
二
ー
二
四
、
紹
興

元
年

(
一
一
三

一
)
五
月
十
七
日
の
条
に
、

孟
庚
言
、
茶
客
買
到
文
引
、
在
法
令
先
於
合
同
場
勘
験
、
請
買
籠
蔀
、
就
往
山
場
園
戸
威
買
茶
、
装
盛
入
城
、
赴
合
同
場
秤
製
、
封
印
批
獲
。



京
師
で
発
行
さ
れ
た
茶
引

・
塩
砂
は
、
江
准
地
域
に
向
か
う
大
商
に
よ
り
送
金
手
形
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
江
潅
の
現
地

州
軍

の
収
入
と
な
る
は
ず
で
あ

っ
た
茶

・
塩
の
利
益
を
京
師
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
政
府
に
と

っ
て
可
能
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
集

め
ら
れ
た
専
売
収
入
は
辺
地
で
発
行
さ
れ
た
入
中
糧
草
交
引

へ
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
た
。
北
宋
に
お
け
る
専
売
制
度
は
、
辺
境
に
駐
屯
し

三

手

形

の
流

通

よ

り

見

た

宋

代

の
遠

隔

地

商

業

の
発

展

今
冒
法
規
利
之
徒
、
買
到
茶
入
城
、
多
不
往
合
同
場
秤
製
、
便
赴
茶
磨
戸
牙
人
之
家
、
賎
債
貨
費
、
再
執
文
引
、
出
城
買
茶
、
往
來
影
販
、

從
來
關
防
未
藍
。
…
…

と
あ
る
。
当
時
の
茶
法
で
は
、
茶
引
を
茶
に
代
え
よ
う
と
す
る
客
商
は
、
ま
ず
合
同
場
と
呼
ば
れ
る
施
設
で
茶
の
容
器
と
し
て
官
製
の
か
ご
を
購

入
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。

つ
い
で
彼
ら
は
茶
の
生
産
農
家
の
も
と

へ
出
向
い
て
茶
を
買
い
付
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
終
わ
る
と
合
同
場
に

戻
り
、
買
い
入
れ
た
茶
の
質

・
量
が
茶
引
の
記
載
と

一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
点
検
を
そ
こ
で
受
け
る
の
で
あ
る

。
し
か
し
こ
の
記
事
に

ょ
れ
ば
、
茶
を
買

っ
た
客
商

の

一
部
に
、
合
同
場
に
赴
か
ず
直
ち
に
そ
れ
を
茶
磨
戸

や
牙
人
に
売
り
渡
す
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う

し
た
客
商
は
、
茶
を
売
却
す
る
と
ふ
た
た
び
茶
引
を
入
手
し
て
茶
を
買
い
に
出
か
け
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
彼
ら
が
ど

こ
か
ら
茶
引
を
得
て
い
た

の
か
は
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
茶
の
売
り
渡
し
先
で
あ
る
茶
磨
戸
や
牙
人
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
牙
人
や
邸
店
が
し
ば
し
ば
金
融
業
を
兼
営
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば

磐̂
、
地
方
に
お
け
る
交
引
鋪

の
役
割
を
彼
ら
が

果
た

し
て
い
た
こ
と
は
十
分
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

京
師
か
ら
江
潅
地
域
に
向
か
う
大
商
は
、
出
発
に
先
だ

っ
て
政
府
か
ら
茶
引

・
塩
砂
を
購
入
す
る
。
彼
ら
は
江
潅
の
要
衝
の
都
市
に
至
る
と
、

そ
れ
を
牙
人

・
邸
店
や
茶

・
塩
を
扱
う
鋪
戸
に
売
却
し
た
。
そ
し
て
地
域
的
な
客
商
で
あ
る
小
客
は
、
手
形
売
買
を
仲
介
す
る
こ
れ
ら
の
商
人
を

通
じ
て
茶
引

・
塩
紗
を
入
手
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
江
潅
各
地
の
主
要
都
市
に
は
手
形
の
取
引
市
場
が
成
立
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
専
売
手
形
を
京
師
で
購
入
す
る
商
人
と
江
准
で
そ
れ
を
行
使
す
る
商
人
と
が
別
々
の
存
在
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
府
が
京
師
で
専
売
手
形
を
発
行
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
手
形
取
引
市
場
が
成
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。



た
軍
隊

へ
の
補
給
制
度
と
巧
妙
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
見
た
と
き
に
気
付
く
の
は
、
そ
れ
が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
送
金
手
形
と
し
て
の
茶
引

・
塩
砂
に
対
す
る
需
要

が
十
分
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
う
し
た
需
要
が
少
な
け
れ
ば
、
京
師
に
お
け

る
茶
引

・
塩
紗
の
発
行
額
は
伸
び
悩
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
伸
び
悩
み
を
打
開
し
よ
う
と
政
府
が
無
理
に
そ
の
発
行
額
を
増

や
せ
ぱ
、
茶
引

・
塩
砂
は
売
れ
残
り
そ
の
価
値
は
低
落
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
入
中
糧
草
交
引
に
対
す
る
支
払
い
の
原
資
を
確
保
し
、

北
辺

へ
の
補
給
体
制
を
維
持
す
る
に
は
、
そ
の
支
払
い
の
額
に
見
合
う
だ
け
の
、
江
准
地
域
か
ら
京
師
に
向
け
た
商
品

の
移
動
が
必
要
な
の
で
あ

る
。

茶
法
や
塩
法
の
改
変

の
際
に
欧
陽
脩
は
、
大
商
の
営
利
活
動
を
擁
護
す
る
立
場
を
取
り
、
彼
ら
を
自
由
に
活
動
さ

せ
て
可
能
な
限
り
物
資
の

流
通
を
促
す
の
が
得
策
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が

、
こ
の
よ
う
な
意
見
が
出
現
し
て
き
た
背
景
に
は
、
右
に
述

べ
た
よ
う
な
事
情
が
存
在

し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
手
形
を
利
用
し
た
辺
壌

へ
の
補
給
体
制
が
北
宋
で
は
し
ば
し
ば
破
綻
の
危
機
に
陥

っ
た
と
い
う
事
実

脇̂)は
、
京

師
と
江
准
地
域
と
の
間
に
お
け
る
商
業
流
通
の
実
態
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
見
方
に
し
た
が
え
ば
、
そ
う
し
た
補
給
体
制

の
破
綻
は
、
当
時
の
京
師
～
江
准
問
に
お
け
る
商
業
流
通
が
必
ず
し
も
十
分
に
成
熟
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
う

る
か
ら
で
あ
る
。

辺
境

へ
の
補
給
体
制
が
行
き
詰
ま
る
契
機
と
な
る
の
は
、
入
中
糧
草
交
引
に
対
す
る
支
払
い
の
停
滞
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
払
い
の
停
滞
が
入

中
糧
草
交
引
の
市
場
価
格
を
下
落
さ
せ
、
そ
の
た
め
こ
の
手
形
を
軍
糧
納
入
の
対
価
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
た
商
人
が
利
あ
ら
ず
と
し
て
北
辺
に

足
を

運
ば
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る

。

こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
、
政
府
は
、
京
師
で
の
売
出
し
と

い
う
手
続
き
を
踏
ま
ず
に
茶
引
や
塩

紗
を
そ
の
ま
ま
入
中
糧
草
交
引

へ
の
支
払
い
に
充
て
る
こ
と
も
あ

っ
た
〔35)。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
施
策
も
、
結
局
は
そ
れ
ら
専
売
手
形
の
暴
落

を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
事
態
の
解
決
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
茶
引

・
塩
紗
の
暴
落
は
、
そ
れ
ら
の
手
形
が
対
象
と
す
る
専
売
品
の
需
給
関
係
の
影
響
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
茶
引

・
塩
紗
の
発
行
が
大
量
に
発
行
さ
れ
た
こ
と
で
民
間
の
需
要
を
上
回
る
茶

・
塩
が
出
回
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
手
形
に
対
す
る
需
要

が
失

わ
れ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
(36)。

し
か
し
、
茶
引

・
塩
紗
の
暴
落
に
と

っ
て
茶

・
塩
の
需
要
の
落
ち
込
み
が

一
つ
の
要
因
と
な

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
く



ま
で
も

一
つ
の
要
因
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
幸
徹
氏
の
推
算
に
よ
れ
ば
、
北
宋
に
お
け
る
東
南
末
塩

の

塩
課
の
総
額
は
九
〇
〇
万
貫
前
後
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
〇
〇
万
～
四
〇
〇
万
貫
が
塩
紗
の
発
行
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
収
入
に
よ
り
占
め
ら
れ
た

と
い
う

。
江
潅
地
域
の
塩
の
総
需
要
と
塩
紗
を
介
し
て
供
給
さ
れ
る
塩
と
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
塩
紗

の
市
価
下
落

の

原
因
を
塩
の
需
要
の
問
題
に
ば
か
り
帰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

茶
引

・
塩
妙
の
市
価
下
落
の
重
要
な
な
要
因
と
し
て
は
、
専
売
品
そ
の
も
の
に
対
す
る
需
要
の
限
界
以
外
に
、
そ
れ
ら
の
専
売
手
形
を
用
い
た

送
金

へ
の
需
要
の
限
界
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
京
師
か
ら
江
准
地
域
に
向
け
た
送
金
の
需
要
は
、
手
形
の
発
売
に
よ
っ
て
政
府
が
調
達
し
ょ

う
と

し
た
資
金

の
額
に
比
べ
て
不
足
す
る
傾
向
が
強
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
辺
境
補
給
の
体
制
は
常
に
不
安
定
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
補
給
体
制
そ
れ
自
体
が
、
京
師
～
江
准
間
に
お
け
る
商
業
取
引
の
増
大

・
そ
れ
に
伴
う
送
金
需
要
の
拡
大
を
背
景

と
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
か
し
、
手
形
の
暴
落
に
よ

っ
て
そ
う
し
た
体
制
が
た
び
た
び
行
き
詰
ま
り
を
見
せ

た
と

い
う
事
実
は
、
こ
の
体
制
に
と

っ
て
の
要
と
な
る
大
商
に
よ
る
商
業
流
通
が
、
当
時
に
お
い
て
は
な
お
そ
れ
を
支
え
る
に
足
る
ほ
ど
の
発
展

を
遂
げ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王
安
石
の

『
臨
川
集
』
巻
七
〇
、
「茶
商
十
二
説
」
に
、

臣
霜
以
、
須
仰
巨
商
有
十
二
之
損
、
爲
害
甚
廣
。
請
試
陳
之
。
…
…
又
既
仰
巨
商
、
巨
商
稀
少
、
積
歴
等
候
、
陳

損
既
多
、
或
棄
或
焚
、
或

充
雑
用
、
此
税
既
陥
、
正
税
又
饒
。
是
陥
税
之
損
二
也
。
…
…
既
仰
巨
商
、
貨
終
難
蕾
、
諸
般
折
給
、
從
是
生
焉

、
錐
依
元
債
、
折
銭
攣
責
、

雑
収
什

一
、
請
實
虚
損
、
官
亦
虚
損
。
是
刻
士
之
損
十
二
也
。
其
爲
害
廣
也
如
此
、
不
可
不
去
也
。

と
あ
り
、
茶
の
販
売
を
巨
商
に
依
存
し
た
こ
と
で
、
茶
を
積
み
上
げ
て
数
少
な
い
巨
商
の
到
来
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
り
、
あ
る
い
は
茶
を

売
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
弊
害
を
生
じ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
記
事
も
ま
た
、
大
商
の
担
う
流
通
が
持

つ
脆
弱
な
側
面

を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

と

こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
、
宋
代
の
流
通
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
時
代
に
遠
隔
地
商
業
が
飛
躍
的
に
発
展

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
が
、
右

の
よ
う
な
理
解
は
こ
う
し
た
従
来
の
成
果
と
大
き
く
齟
齬

す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
筆
者
の
考
え
を
以
下

に
述

べ
て
み
た
い
。

宋
代
に
お
け
る
商
業
流
通
の
実
態
を
も

っ
と
も
具
体
的
に
追
究
し
た
の
は
斯
波
義
信
氏
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
斯
波
氏
は
、
商
人
が
任
意
に
米

穀
を
運
搬

・
販
売
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
南
宋
時
代
の
江
南
に
お
い
て
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
当



時
す

で
に
遠
距
離
流
通
が
相
当
に
発
達
し
て
い
た
と
説
明
し
た

3̂9)。
し
か
し
、
遠
隔
地
商
業

の
例
と
し
て
斯
波
氏
が
挙
げ
る
米
穀
移
送
を
示
す

史
料
を
見
て
み
る
と
、
中
に
は
広
東
か
ら
杭
州

へ
と
い
っ
た
非
常
な
長
距
離
に
わ
た
る
輸
送
を
伝
え
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は

一
路
内
の
州
軍

の
間
か
、
あ
る
い
は
路
境
を
挟
ん
で
は
い
て
も
比
較
的
近
接
し
た
州
軍
の
間
に
お
け
る
移
動
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

。

つ
ま
り
斯
波
氏
の
想

定
す

る
遠
隔
地
商
業
と
は
、
隣
接
す
る
州
の
問
で
の
取
引
か
ら
数
路
に
及
ぶ
範
囲
で
の
取
引
に
至
る
ま
で
の
、
様

々
な

レ
ベ
ル
で
の
隔
地
間
交
易

を
含

む
概
念
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
い
わ
ゆ
る
宋
代

の
遠
隔
地
商
業
の
発
達
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
宋
代
に
は
唐
代
と
比
較
し
て
あ
ら
ゆ
る
レ

ベ
ル
の
隔
地
間
交
易
が
盛
ん
に
な

っ
た
が
、
な
か
で
も
と
り
わ
け
顕
著
な
発
展
を
見
せ
た
の
は
、
数
州
以
下
の
比
較
的
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
を
舞
台

と
し
た
取
引
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
易
に
お
い
て
活
躍
し
た
の
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
小
客
と
呼
ば
れ
る
客
商
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

遠
隔

地
商
業
の
発
達
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
中
小
の
客
商
に
よ
る
商
業
活
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、

と
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
商
の
担

っ
た
長
距
離
に
わ
た
る
交
易
も
ま
た
唐
末
以
来
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
を
筆
者
は
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、
中
小
客
商
に
よ
る
商
業
活
動
の
拡
大
と
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
発
展
の
度
合

い
は
小
さ
か

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ

て
、
小
客
の
活
発
な
交
易
は
二
～
三
州
程
度
の
広
が
り
を
持
つ
市
場
圏
を
各
地
に
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宋
代
に
は
大
商
よ
り
も

む
し
ろ
小
客
の
活
動
が
盛
ん
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
地
域
的
な
市
場
圏
は
比
較
的
自
己
完
結
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
も
の
で
あ

っ

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
も
し
当
時
の
遠
隔
地
商
業
の
中
心
が
大
商
に
よ
る
長
距
離
交
易
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
小
客

の
形
成
す
る

地
域
的
市
場
圏
も
、
全
国
的
流
通
網
の
末
端
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
筆
者
は
、
特
産
品
の
よ

う
な

一
部
の
商
品
が
主
要
都
市
に
お
い
て
取
引
さ
れ
た
ほ
か
は
、
そ
れ
ら
の
市
場
圏
と
圏
外
と
の
間
に
お
け
る
交
流
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
当

時
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
地
域
的
市
場
圏
の
独
立
性
は
比
較
的
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

も

っ
と
も
小
客
の
中
に
、
大
商
に
従
属
し
て
彼
ら
の
た
め
に
商
品
の
仕
入
れ

・
販
売
を
お
こ
な
う
者
や
、
ま
た
従
属
と
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、

大
商
と
分
業
関
係
を
結
ん
で
そ
う
し
た
業
務
を
お
こ
な
う
者
が
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
§
。
し
か
し
な
が
ら
そ

の

一
方
で
、
自
ら
の
活
動

圏
内
に
あ
る
生
産
地
と
消
費
地
と
を
結
び
、
大
商
か
ら
独
立
し
て
活
動
す
る
小
客
も
ま
た
少
な
く
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
北

宋
の
江
潅
地
域
に
お
い
て
は
専
売
手
形
の
現
地
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
茶
引

・
塩
紗
は
い
ず
れ
も
地
方
に
お
け
る
発
行



本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

北
宋
で
は
、
京
師
に
至

っ
た
客
商
は
、
そ
の
活
動
範
囲
に
よ

っ
て
北
商
と
南
商
と
に
分
け
ら
れ
た
。
前
者
は
京
師
よ

り
北
を
活
動
域
と
す
る
商

人
、
後
者
は
京
師
よ
り
南
を
活
動
域
と
す
る
商
人
で
あ
る
。
京
師
で
発
行
さ
れ
た
茶
引

・
塩
紗
を
買

っ
た
の
は
、
後
者

に
当
た
る
南
商
と
呼
ば
れ

る
客
商
で
あ
っ
た
。
南
商
は
京
師
と
長
江
中

・
下
流
域
の
水
路
沿
い
に
位
置
す
る
諸
都
市
と
の
間
を
往
来
す
る
商
人

で
あ
り
、
彼
ら
が
専
売
手
形

を
購
入
し
た
の
は
、
京
師
で
の
取
引
に
よ

っ
て
得
た
利
益
を
手
形
の
形
に
変
え
て
こ
れ
ら
の
地
域

へ
持
ち
帰
る
た
め
で
あ
る
。

江
准
地
域
に
至

っ
た
南
商
は
大
商
と
呼
ば
れ
、
二
～
三
州
ほ
ど
の
範
囲
を
活
動
圏
と
し
た
と
見
ら
れ
る
地
域
的
な
客
商
　

小
客
と
対
置
さ
れ
る

存
在

で
あ

っ
た
。
大
商
11
南
商
は
、
京
師
か
ら
持
参
し
た
専
売
手
形
を
こ
の
小
客
に
転
売
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
見
銭
を

入
手
し
た
。
専
売
手
形
は

お

わ

り

に

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
商
人
は
、
京
師
だ
け
で
な
く
江
潅
現
地
の
州
軍
に
代
価
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
れ
ら

の
手
形
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た

。
現
地
で
発
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
手
形
は
、
江
准
地
域

の
み
で
活
動
し
て
京
師

へ
行
く
こ
と
の
な
い
小
客
を
対
象
と
し
た
も
の
で

あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
態
で
の
手
形
の
発
行
法
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
京
師
か
ら
大
商
が
も
た
ら
す
手
形
に
依
存

し
な

い
層
が
、
現
地
小
客
の
な
か
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宋

代
に
お
け
る
遠
隔
地
商
業
の
発
達
は
、
し
ば
し
ば

「全
国
的
市
場
」
や

「全
国
的
流
通
」
の
成
立
と
い
っ
た
言
葉

に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で

「全
国
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
筆
者
と
し
て
は
躊
躇
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
宋
代
に
お

い
て
遠
隔
地
商
業
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
の
中
心
と
な

っ
た
の
は
、
全
国
的
市
場
を
形
作
る
大
商
の
活
動
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
地
域
的
市
場
圏
を
構
成
す
る
中
小
客
商
の
活
動
で
あ
っ
た
。
大
商
に
よ
る
長
距
離
に
わ
た
る
取
引
も
前
代
と
比
較
し
て
大

き
く
発
達
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
取
引
は
、
二
～
三
州
程
度
の
範
囲
内
で
お
こ
な
わ
れ
る
取
引
に
比
べ
れ
ば
、
量
的
に
は
は

る
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
京
師
と
江
潅
地
域
と
を
往
復
す
る
大
商
の
交
易
活
動
を
利
用
し

て
構
築
さ
れ
た
補
給
体
制
が

た
び
た
び
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
た
こ
と
、
茶
引

・
塩
紗
が
京
師
だ
け
で
な
く
江
潅
現
地
に
お
い
て
も
発
行
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
事

情
を

示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



註
(
1
)

こ
の
よ
う
な

手
形

の
振
り
替
え
操
作
は

「謙
換
」
と
呼
ば

れ
た
。
蘇
換

に

つ
い
て
は
日
野
開

三
郎

「北
宋
時
代

の
塩
紗

に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪
」

(『
日
野

開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
第
六
巻
、
三

一
書
房
、

一
九
八
三
所
収
)
、
同

「北
宋
時

代

の
手
形

『
見
銭
交
引
』
を
論

じ
て
紙
幣

『
銭

引
』

の
起
源

に
及
ぶ
」

(初

出

『
社
会
経
済
史
学
』
八
-

一
・
二

・
三
、

一
九
三
八
、
『
日
野
開
三
郎

東
洋
史
学
論
集

』
第

七
巻
、

三

一
書
房
、

一
九
八
三
所
収
)、
幸
徹

「北
宋
慶
暦
年
間

こ
の
よ
う
に
し
て
送
金
手
形
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
手
形
は
大
商
か
ら
小
客

へ
と
直
接
売
却
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
牙
人
や
邸
店
、
あ
る
い
は
茶

・
塩
を
扱
う
鋪
戸
の
仲
介
に
よ
っ
て
転
売
さ
れ
て
い
た
。
政
府
が
京
師
で
専
売
手
形
を
発
行
し
た
の
は
、
本

来
な
ら
小
客
に
よ
り
地
方
の
州
軍
に
納
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
専
売
品
の
代
価
を
京
師
に
集
め
る
た
め
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
操
作
が
可
能
に

な

っ
た
の
は
、
江
准
各
地
の
要
衝
の
都
市
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
牙
人
や
邸
店
を
中
心
と
し
た
手
形
取
引
市
場
が
成
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

京
師
に
集
中
さ
せ
た
専
売
の
利
益
を
、
政
府
は
北
辺
で
発
行
さ
れ
た
入
中
糧
草
交
引
に
対
す
る
支
払
い
に
充
当
し
た
。

つ
ま
り
政
府
は
、
江
准

地
域
に
お
け
る
専
売
収
益
を
、
手
形
を
通
じ
て
北
辺

へ
の
補
給
に
用
い
る
体
制
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
京
師
～
江
准

間
を
移
動
す
る
大
商
の
交
易
活
動
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
そ
の
背
景
に
彼
ら

の
活
動
の
活
発
化
が
存
在
す

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
存
立
の
基
盤
を
大
商
の
活
動
に
置
い
た
そ
の
よ
う
な
体
制
が
し
ば
し
ば
破
綻

の
危
機
に
瀕
し
た
と
い
う

点
に
着
目
す
れ
ば
、
当
時
の
遠
隔
地
商
業
の
発
達
に
は
な
お
未
熟
な
面
が
存
在
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

宋
代
に
お
け
る
遠
隔
地
商
業

の
発
達
は
、
全
国
的
市
場
圏
の
成
立
と
い
っ
た
言
葉
と
等
価
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に

当
時
そ
う
し
た
市
場
圏
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
を
直
ち
に
イ

コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
筆

者
は
疑
問
を
感
じ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
茶
引

・
塩
紗
と
い
っ
た
手
形
の
流
通
の
実
態
を
見
る
か
ぎ
り
、
宋
代
の
遠
隔
地
商
業
の
発
展
と
は
、
大

商
に
よ
る
長
距
離
に
わ
た
る
交
易
よ
り
も
む
し
ろ
、
中
小
客
商
に
よ
る
比
較
的
短
い
距
離
で
の
交
易
の
拡
大
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
結
果
形
成
さ
れ
た
市
場
圏
も
、
数
州
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
持

っ
て
各
地
に
存
在
す
る
、
比
較
的
自
己
完
結
的
な
性
格
を
持
つ
も
の

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



の
官
売
法
下
末
塩
砂
制
度

の
混

乱
に

つ
い
て
」

(『
史
淵

』

一
=
二
、

一
九
七
六
)
、

同

「北
宋
慶
暦
年
間

の
官
売
法

下
末
塩

紗
乱
発

の
影
響
に

つ
い
て
」

(『
九

州
大
学
教
養
部
歴
史
学

・
地
理
学
年
報
』

一
、

一
九
七
七
)
、
熊
本
崇

「醇
向
略
伝

-
北
宋
財
務
官
僚

の
軌
跡
1

」

(『
集
刊
東
洋
学
』

五

一
、

一
九
八

四
)

等
参
照
。

(2
)

北
宋

の
京
師

～
江
潅
間
に
お
け
る
便
銭

に

つ
い
て
は
目
野
開
三
郎

「便
銭

の
語
義
を
論

じ
て
唐
宋
時
代

於
け
る
手
形
制
度

の
発
達

に
及
ぶ
」

(初
出

『
九
州

帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念
哲
学
史
学
論
文
集
』

一
九
三
七
、
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
第
五
巻

、
三

一
書

房
、

一
九
八
三
所
収
)
、
同

「南
宋
臨

安
府

の
私
下
会
子

に

つ
い
て
」
(初

出

『
社
会
経
済
史
学
』

一
一
ー

九
、

一
九
四

一
、
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
第
七
巻
、
三

一
書
房

、

一
九
八
三
所
収
)
、

幸
徹

「唐

・
宋
時
代

の
南
北
経
済
交
流

と
南

下
手
形
類

に

つ
い
て

(
一
)
(
二
)

(三
ご

(『
九
州
大
学
教
養
部
歴
史
学

・
地
理
学
年
報
』

一
一
・
=
二
・
一
五
、

一
九

八
七

・
一
九
八
九

・
一
九
九

一
)
等
参
照
。

(3
)

茶
引

・
塩
紗

は
茶
交
引

・
塩
交
紗

の
略
称

で
あ

る
。
交
引

・
交
紗
は

い
ず
れ
も
手
形

の
意
味
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
茶

の
手
形
を
茶
交
紗

・
茶
砂
、
塩

の
手

形
を
塩
交
引

・
塩

引
と
呼

ん
だ
例

も
少
な

く
な

い
。

し
か
し
史
料
中

に
も

つ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
用
例
は
茶
引

・
塩
紗

で
あ
り
、
そ

の
た
め
本
稿
で
も
こ
の
呼

称
を
用
い
る
こ
と
と
す

る
。
註

(1
)

所
引
日
野
氏

「北
宋
時
代

の
手
形

『
見
銭
交
引
』
を
論

じ
て
紙
幣

『
銭
引
』

の
起
源

に
及
ぶ
」

一
二

一
～

一
二
三
頁
参

照
。

(4
)

註

(
2
)
所
引
幸
氏
論
文
参
照
。

(5
)

註

(
1
)
所
引

日
野
氏

「北
宋
時
代

の
塩
紗

に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪
」
、
註

(
2
)
所
引
幸
氏
論
文
参
照
。

(6
)

註

(
1
)
所
引

日
野
氏

「北
宋
時
代

の
塩
紗

に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪
」
参
照
。

(
7
)

註

(
1
)
所
引
日
野
氏

「北
宋

時
代

の
塩
紗
に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪
」
参
照
。
た
だ

し
日
野
氏

は

「北
商
」
を
京
師

に
本
拠
地
を
置
く
米
行
商

で
あ
る
と

見
る
が
、

こ

の
解

釈
に
は
従

い
が
た

い
。
拙
稿

「北
宋
時

代
河
北
糧
草
交

引
の
流

通
と
京
師
交
引
鋪

の
保
任

に

つ
い
て
」
(『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

二
六
、

一
九
九
八
)
参

照
。

(
8
)

註

(7
)
所

引
拙
稿
参
照
。

(
9
)

『宋

会
要
輯
稿

』

(以
下

『宋

会
要
』
と
略
記
)
食
貨
三
〇
ー

三
四
、
崇
寧

二
年

(
一
一
〇
三
)
十
月
三

日
の
条
に
、

京
城
提
學
茶
場
司
状
、
勘
會
、
未
置
水
磨
茶
場
已
然
、
商
客
販
茶
到
京
、
係
民
間
邸
店
堆
壕
、
候
貨

講
了
當

、
或

醗
引
出
外
、
自

例
出
備

(堆

?
)
壕
地

戸
銭
、
與
邸
店
之
家
。
興
置
水
磨
、
客

到
京
、
並
赴
茶
場
堆
揉
中
費
、
已
係
官
場
指
擬
敷
目
。

訪
聞
、
客
人
近
歳
以
中
費
爲
名
、
與
官
場
商
量
償
直
、
却

一
面
令
大
於
外
路
通
商
地
分
私
柑
交
易

、
緒
撹
貨
費
。
意
欲
津
般
前
去
。
其
間
有
在
官
場
三
雨
月
間
、
故
意
高
索
貴
償
、
商
量
不
成
、
遂
致
醗
引
離

場
。

不
唯
占
廊
屋
、
兼
亦
有
誤
官
場
元
指
擬
之
数
、
未
有
措
置
。

・

と
あ

る
。

こ
の
記
事

に
よ
れ
ば
、
京
師

の
水
磨
茶

場
に
や

っ
て
来

る
客
商

の
中

に
は
、
政
府

に
茶
を
売
る
と
称
し

て
価
格

の
交
渉
を
す
る

一
方

で
、
ひ
そ
か
に

人
を
地
方

に
遣
わ

し
て
取

引
を
お

こ
な
わ
せ
る
も

の
が

い
た
と

い
う
。
彼

ら
は
も
と
よ
り
茶
を
茶
場
か
ら
運
び
去

る
こ
と
を
意
図

し
て
お

り
、
そ

の
た
め
茶
場



で
は
故
意
に
高
値
で

の
買
取
り
を
要
求
し

て
交
渉

の
成
立
を
妨
げ
た
。

こ
う
し
て
客
商

は
、

地
方

で

の
取
引
が
ま
と
ま
る
ま
で
の
問
、
茶

の
保
管
場
所
と
し

て

水
磨
茶
場
を
邸

店
が
わ
り
に
利
用
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
客
商

の
中
に
、
南
方

の
茶

の
産

地
か
ら
京
師

に
至
る
と
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
北
方

へ
と
足

を
伸
ば

す
も
の
が

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も

つ
と
も

こ
の
よ
う
な
客
商
は
少
数
で
あ
り
、
大
多
数

の
客
商

は
京

師
を
越

え
て
往

来
す
る
こ
と
は
な

か

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。
『
宋
会
要
』
食
貨

三
ニ
ー

三
、
政
和

三
年

(
=

=
二
)
正
月

二
十
八

日
の
条

に
、

提

畢
陳

西
路
茶
事
郭

思
状
、
膿

問
得
、
近
有
客
人
蓋

將
銭
本
自
來

至
閥
下
、
於
客
人
鋪

戸
慮
韓

販
四
方
物
貨
、

前
來

本
路
貨
費
。
契

勘
、
中
都
聚

四
方
商

旅
、
萬
億
物
貨
、
其
新
茶
若
許
四
方
客

人
赴
都
茶
務
、
依
新
法
銭
敷

買
引
、
只
於
闊
下
客
人
鋪
戸
庭
、
依

園
戸
批
敷
法
、
許
將
全
籠
蔀

或
罐
袋
韓

販
前
來
、

即
茶
法
愈
通
、
商

販
愈
快
、
於
中
都
事
愈
甚
便
。
縁
新
法
未
有
似
此
指
揮
、
伏
望
更
賜
詳
酌
降

下
。
又
契
勘
、
若

四
方
諸
塵
客
旅
、
許
買
引
於
闘

下
韓
販
、

即
闘

下
鋪
戸
肯
多
停
蓄
、

及
客

人
滞
留
者
亦
易
於
獲
泄
、
委
是
通
商
爲
便
。

…
…
又
係
南
客
北
大
情
願
、
兼
於
法
有
利
。
詔
並
從
之
、
餓
路
依
此
。

と
あ
り
、
京
師

に
お
け
る
客
商

か
ら
客
商
、
ま
た
は
鋪
戸
か
ら
客
商

へ
の
茶

の
転

売
に
好
都
合
な

よ
う

に
茶
法

を
改
正
す
る

こ
と
を
提
挙
陳

西
路
茶
事

の
郭
思

が
求

め
た
こ
と
、
ま
た
そ

の
背
景
に
、
客
商
が
茶
に
限
ら
ず
様

々
な
商
品
を
京
師
で
買

い
入
れ
、

そ
れ
を
陳

西
路

に
も
た
ら
し
て
販
売
す
る
状
況
が
あ

っ
た

こ

と
、
こ
の
要
求

が

「南

客
」
と

「北
人
」
双
方

の
願

い
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
等

を
述

べ
る
。
先

に
掲
げ

た
崇
寧

二
年
の
記
事

に
も

「商
客

販
茶
到
京
、

係
民
間
邸
店

堆
燥
、
候
貨
需
了
當
、
或
蘇
引
出
外
、
…
…
」
と
あ
り
、
京
師

に
来
た
茶

商

の
う
ち
、
邸
店

に
茶

の
販
売
を

委
託
す

る
も

の
が
少
な

く
な

か

っ
た

こ
と
を
伝
え
て

い
る
。

こ
れ
ら

の
事
例
や
手
形
を
め
ぐ
る
北
商

・
南

商

の
行
動
か
ら
見
れ
ば

、
北
宋

に
お
け
る
客
商

の
活
動

は
全
体

と
し
て
は
京
師
を
境

に
南

北
に
分

か
れ

て
い
た

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
10
)

山
場
お
よ
び
沿
江
権
貨
務

に

つ
い
て

の
以
上

の
記
述

は
梅

原
郁
氏

の
研
究

に
よ
る
。
梅

原
郁

「宋
代
茶
法

の

一
考
察

」
(『
史
林
』

五
五
-

一
、

一
九
七

二
)

四
～

一
一
頁
参
照
。

(
11
)

『
続
長
編
通
鑑
長
編

』

(以
下

『
長
編
』
と
略

記
)
巻

九
〇
、
天
禧
元
年

(
一
〇

一
七
)
九

月
甲
辰

の
条
、

同
書
巻

一

=
二
、
明
道

二
年

(
一
〇
三
三
)
是

歳
の
条
参
照
。

(
12
)

幸
徹

「北
宋
時
代
東
南
塩

の
官
売
法

の
推

移
に
就
い
て
」

(『
東
方
学
』
三
四
、

一
九
六
七
)
九
～

一
〇
頁
参
照
。

(
13
)

『
宋
会
要
』
食
貨

五
五
-

二
三
、
大

中
祥
符
五
年

(
一
〇

一
二
)
十

一
月

の
条
に
、

詔
権
貨
務

、
毎
年

評
客
便

見
銭

五
禽

貫
、
措
射
廣
南
東
路
獅

軍
支
還
。
如
常

(市

?
)
舶
司
要
銭
、
即
預
申

三
司
、
任
便
。

と
あ
り
、
ま

た

『
宋
会
要
』
食
貨

三
七
;

一
一
、

天
聖

五
年

(
一
〇

二
七
)
十

一
月
六

日
の
条
に
、

三
司
言

、
司
封
員
外
郎

王
湛

言
、
…

…
欲
乞
、
許
今
在
京
権
貨
務
明
出
榜
示
諸
色
人
、
有
見
鐡
搬
納
下
於
廣
南

西
路
、
除
融
、
宜

、
巻
、
欽
、
廉
丑
僻
外
、

任
便

於
諸
州
措
射
請
領
、
與
免
請

到
銭
商
粉
。
省

司
今
詳
定
、
欲
依

王
湛
所
請
事
理
。

…
…
從
之
。

と
あ
る
。

(
14
)

『
長
編
』
巻

八
九
、

天
禧

元
年

(
一
〇

}
九
)

四
月

甲
戌

の
条

に
、



三
司
言
、
叶
京
権
貨
務
入
便
銭
、
請
以
大
中
禅
符
廿
年

二
膏
六
十

一
萬
除
貫
蔚
顧
、
毎
歳

比
較
、

不
及
敷
、
當
職
官
吏
準
條
科
罰
。
從
之
。

と
あ
る
。

(15
)

註

(
13
)
所
引

『
宋
会

要
』
食
貨

五
五
ー

二
三
、
大
中
祥
符
五
年

(
一
〇

一
二
)

十

一
月
の
条
参
照
。

(
16
)

『
文
献
通
考
』
巻

二
三
、

国
用
考

一
、
歴
代
国
用

に
、

止
齋

陳
氏
日
、
…
…
唯

至
道

四
年
勅
、
川
陳
銭

吊
、
令
本
路
韓

運
司
計
度
、

只
留

一
年
支
備
、
其
剰
数

計
綱
起
襲
上
京
、
不
得
占

留
。

自
鯨

諸
州
、
常
切

約
度

、
在

州
以
三
年
准
備
爲

率
外
、
縣
鎭

二
年
、
偏
僻
縣
鎭

一
年
。
河
北
陳

西
縁
邊
諸
州
、
不
在
此
限
。
江
浙

荊
湯
澹
南

西

(術
字
?
)
六
路
、
計
來
便

銭
州

、
月
帳
内
、
將

見
銭
除

半
支
遣
外
、
並
具

軍
状
申
奏
。

・…

と
あ
る
。

(
17
)

清
木
場
東

『
唐

代
財

政
史

研
究

(運
輸
編

)
』

(九
州
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
)
第
四
章

「輸
送

手
段
と
輸
送
費

」
三
四
六

～
三
四
九
頁
参
照
。

(
18
)

註

(
10
)
所

引
梅

原
氏
論

文
七

頁
参
照
。

(
19
)

貼
射
に

つ
い
て
は
佐
伯
富

「宋

代
仁
宗
朝
に
お
け
る
茶
法
に

つ
い
て
」

(初
出

『
岡
山
史
学
』

一
〇
、

一
九
六

一
、
『
中
国
史
研
究
』
第

二
、
同
朋
舎
、

一
九

六
九
所
収
)

=
二
五
～

=
二
六
頁
お
よ
び

『
長
編
』
巻

一
〇
〇
、

天
聖

元
年

(
一
〇

二
三
)
正
月
丁
亥

の
条
参

照
。

(
20
)

『
宋
会
要
』
食
貨
三
ニ
ー

四
、
政
和
三
年

(
一
一
=
二
)
七
月

二
十

日
に
、

尚
書
省
言
、
勘
會
、
販
茶
短
計
、
毎
道
債
銭

二
十
貫
。
籍
慮
、
断

有
本
小
商
旅
、

不
能
興
販
之

大
。
詔
、
令
太
府
寺
、
更
印
給

一
等
十
貫
短
引
、
許
販
茶

一
百
五
十
斤
、
絵
依
前
後
已
降
指
揮
。

と
あ

る
。

(
21
)

註

(
10
)
所
引
梅
原
氏
論
文

二
七
頁
参
照
。

(
22
)

『
長
編
』
巻
四
〇
、
至
道

二
年

(九
九
六
)
十

一
月
甲
午

の
条

に
、

・
(楊
)
允
恭

又
請
、
令
商

大
先

入
金
肝
京
師
及
揚
州
博
務
者

、
悉
償

以
茶
。
自
是
、
齋
監
得
實
銭
、
茶
無
滞
貨
、
歳
課
増
五
十
萬

八
千
絵
貫
。

と
あ
り
、
ま
た

『
文
献
通
考
』
巻

一
八
、
征
権
考

五
、
権
茶
に
、

(崇
寧
)

四
年
、

…
…
商
旅
並
即
所
在
州
縣
或
京
師
、
請
長
短
計
、
自

買
於

園
戸
茶
、
貯

以
籠
蔀
、
官
爲
抽
盤
、
循
第
叙
輸
息
、
詑
批
引
販
寅
。

…
…

と
あ
る
。

(23
)

『
宋

刑
統
』
巻

三
、
名
例
律
、

犯
流
徒
罪

に
、

…
・行
程
依
令
、

馬
日
柴
拾

里
、
駿

及
歩

大
伍
拾
里
、
車
参
拾
里
。
其
水
程
、
江
河
絵
水
、

沿
振
各

不
同
。

…
…

と
あ
り
、
ま
た

『
宋

会
要
』
食
貨

三
ニ
ー

二
、
政

和
三
年

(
一
一
=
二
)
正
月
十
四
日

の
条
に
、

…
…
其
程
数

不
以
水
陸
路

、
以
五
十
里
爲

一
程
。

・



と
あ

る
。

(
24
V

交
引
鋪
に

つ
い
て
は
加
藤
繁

「唐
宋
時
代

の
商
人
組
合

『
行
』

を
論

じ
て
清
代

の
会
館

に
及
ぶ
」

(初
出

『
史
学
』

一
四
1

一
、

一
九
三
五
、
『
支
那
経
済
史

考
証
』
上
巻
、
東
洋
文
庫
、

一
九
五

二
所
収
)
、

日
野
開
三
郎

「唐
宋
時
代

の
商

人
組
合

『
行
』

に

つ
い
て
の
再
検
討
」

(初
出

『
久
留
米
大
学
産
業
経
済
史
研

究
』
二

一
-

一
・
二

・
三

・
四
、
二
二
ー

一
・
二

・
三
、

一
九
八
〇

・
一
九
八

一
、
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
第

七
巻

、
三

一
書

房
、

一
九
八

三
所
収
)
、

註

(
1
)
所
引

同

「
北
宋
時

代

の
塩
紗
に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪

」、
草

野
靖

「宋

代
権

貨
務

の
交
引
鋪
」

(『
榎
博
士
頬
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
)
、
註

(
7
)
所
引
拙
稿
等
参
照
。

(
25
)

『
宋
会
要
』
食
貨

二
八
-

四
六
、
慶

元
元
年

(
一
一
九
五
)

二
月
七

日
の
条
に
、

詔
、
通
州
循
環
盟
砂
住
罷
、
將
増
剰
紗
名
改
作
正
支

文
紗
、
給
算
與

日
前

已
投
在
倉
増
剰
紗
、
通
理
資
次
支
請
。
以
潅
東
提
畢
陳
損
之
言
、
本
路
眞
、
泰
、

高
郵
軍

三
倉
、
並
係
客

人
算
請

一
等
増
剰
紗
、
前
來
用
到
倉
月

日
從
上
支
監

、
猫

通
州
有

循
環
増
剰
雨
等
文
紗
、
披
客

人
先
買

一
紗
、
却
更
重
買

一
紗
、

以
爲
占
屋
。
其
先
紗
號
爲
菖
紗
、
而
重

買
謂

之
新
紗
。
蓄
紗
擾
支
監
去
、
則
重
買
復
爲
菖

砂
、
如
此
號
爲
循

環
。

紹
興
兵
火
後
、
菖
妙
之
額
不
存
、
本
州

士
豪
紗
鋪
、
収
得
詣
各
蕾
紗
、
免
與
新
來
客

大
、
赴
倉
占
歴
資
次
、
當
日
便
可
擾
支

聖
袋
。

小
商
止
將
増
剰
紗
到
場
、
無
力
買
循
環
紗
者
、
致
半
年
数

月

不
能
支
請
。

:

と
あ
る
。

(26
)

京
師

の
交
引
鋪

は
、
『
長
編
』
巻
六
〇
、
景
徳

二
年

(
一
〇
〇
五
)

五
月
壬
子
の
条

に
、

…
…
京
師
有
坐
頁
、

置
鋪
隷
名
権
貨
務
。

…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
京
師

の
権
貨
務

に
そ

の
名
を
登
録
し
た
商
人

で
あ

っ
た
。

「交
引
鋪

」
と
は
交

引
を
売
買
す
る
商
人

一
般
を
指
し
た
言
葉

で
は
な
く
、
そ

の

中

の
権
貨
務

登
録
商

だ
け
に
与

え
ら
れ
た
呼
称
だ

っ
た
の
か
も

し
れ
な

い
。

(
27
)

牙
人
に

つ
い
て
は
斯
波

義
信

『宋

代
商
業
史
研
究
』

(風
間
書
房
、

一
九
六
八
)
第
五
章

「商
業
組
織

の
発
達

」
、
宮

澤
知
之

『
宋
代
中

国
の
国
家
と
経
済

』

(創
文
社
、

一
九
九
八
)
第

一
部

「宋
代

の
国
家

と
市
場
」
第

四
章

「宋

元
時
代

の
牙
人
と
国
家

の
市

場
政
策

」
等
参
照
。

(
28
)

邸
店
に

つ
い
て
は
加
藤
繁

「唐
宋
時
代

の
倉
庫
に
就

い
て
」

(初

出

『
史
学
』

四
-

二
、

一
九

二
五
、
『
支
那
経
済
史
考
証
』
上
巻
、

東
洋
文
庫
、

一
九
五

二

所
収
)
、
日
野
開

三
郎

『
唐
代
邸
店

の
研
究
』

(著
者
刊
、

一
九
六
八
、
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
第

一
七
巻
、
三

一
書
房
、

一
九
九

二
所
収
)
、
註

(
27
)

所
引
斯
波
氏
著
書
、
註

(27
)
所
引
宮
澤
氏
著
書
等
参
照
。

(
29
)

註

(
10
)
所
引
梅
原
氏
論
文

二
六
～
二
八
頁
参

照
。

(30
)

茶
磨

戸
と
は
葉
茶
を
挽

い
て
抹
茶
を
作

る
茶

の
加
工
業
者
を

い
う
。
古
林
森
廣

『
宋
代
産
業
経
済
史
研
究
』

(国
書
刊
行
会
、

一
九
人
七
)
第

一
篇

「宋
代

の
農
畜
産
物
加

工
業
」
第
四
章

「北
宋
茶
市
場

の
分
析
」

一
二
八
～

一
二
九
頁
参
照
。

(31
)

註

(
28
)
所
引

日
野
氏
著
書

三

「邸
店

の
関
係
諸
業
務

へ
の
発
展
」
皿

「金
融
業

へ
の
発
展
」
、
註

(
27
)
所
引
斯
波
氏
著
書

四
〇
二
頁
参
照
。



(
32
)

『
欧
陽
文
忠

公
文
集
』
巻
四

五
、

「通
進
司
上
書
」
、
同
書
巻

=

二
、
「論
茶
法
奏
状
」
参
照
。

(
33
)

手
形
を
利

用
し
た
補
給
体
制

は
、
北
宋

で
は
景
徳

二
年

(
「
○
〇
五
)
・
天
聖
元
年

(
一
〇

二
三
)
・
景
祐

三
年

(
一
〇
三
六
)
・
皇
祐

三
年

(
一
〇
五

一
)
・

至
和

元
年

(
一
〇

五
四
)
の
少
な

く
と
も

五
度
に
わ
た

っ
て
破
綻

の
危
機
に
瀕
し
た
。
註

(
1
)
所
引
日
野
氏

「北
宋
時
代

の
塩
砂
に

つ
い
て

附

・
交
引
鋪
」
、

佐
伯
富

「宋
代
林
特

の
茶
法
改
革

」

(初
出

『
東
方
学
』

一
七
、

一
九

五
八
、
『
中
国
史
研
究
』
第

二
、

同
朋
舎
、

一
九
六
九
所
収
)
、
註

(
19
)
所
引
同
氏
論

文
、
註

(
1
)
所
引
幸
氏

「北
宋
慶

暦
年

間

の
官
売
法
下
末
塩
砂
制
度

の
混

乱
に

つ
い
て
」
、
同

「北
宋
慶
暦
年

間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
乱
発

の
影
響
に

つ
い

て
」
、
註

(7
)
所
引
拙
稿
等
参
照
。

(
34
)

こ
う
な

る
と
政

府
は
、
商

人
を
辺
境

に
繋
ぎ

止
め
る
べ
く
入
中
糧
草
交
引

に
高
額

の
虚
估

(プ

レ
ミ
ア
ム
)
を
付
す
よ
う

に
な

る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
措

置
は
入
中
糧
草
交

引

の
発
行
額

の
増
加

と
、
そ
れ
に
伴
う

一
層
の
支

払
い
の
停
滞
を
招

く
こ
と

に
な

る
。

こ
う

し
て
悪
循
環

が
生

じ
、

そ
の
結
果
虚
估

が
あ
ま

り
に
も
高
価

に
な

り
入
中
糧

草
交
引
を
利
用
し
た
補

給
体

制
自
体

が
立
ち
行

か
な

く
な

る
い
わ

ゆ
る

「
虚
估
の
弊
」
が
生
起
す

る
に
至
る
の
で
あ

る
。
虚
估

の

弊

に

つ
い
て
は
註

(
1
)
所
引

日
野
氏

「
北
宋
時

代

の
塩
砂
に

つ
い
て

附

・
交

引
鋪

」
、
註

(
1
)
所
引
幸
氏

「北
宋
慶

暦
年
間

の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度

の
混

乱
に

つ
い
て
」
、
同

「北
宋
慶
暦
年
間

の
官
売
法

下
末
塩
紗
乱
発

の
影
響
に

つ
い
て
」
、
註

(
27
)
所
引
宮
澤
氏
著
書
第

二
部

「宋
代
貨
幣
論
」
第
五
章

「宋

代
の
価
格
と
市
場
」
、
註

(
7
)
所
引
拙
稿
等
参
照
。

(35
)

註

(
1
)
参
照
。

(36
)

『
長
編
』
巻

一
七
〇
皇
祐
三
年

(
一
〇
五

一
)

二
月
、
己
亥

の
条

に
、

…
下
三
司
議
、

三
司
奏
、
自
改
法

至
今

、
凡
得
穀

二
百
八
十
八
萬
絵

石
、
鯛
五
十
六
萬
鯨
園
、
而
費
繕
銭

一
百
五
十
五
萬
有
奇
、
茶
盟
香
藥

又
爲
繕
銭

一
千

二
百
九

十
五
万
有
奇
。
茶
臨
皿香
藥

、
民
吊
存

限
、
権
貨
務
歳
課

不
遺
五

百
萬
締
、
今
散
於
昆
附
者
既
多
、
所
在
積
而
不
皆
、
故
券
直
亦
從
而
賎
。
茶

直
十
萬
、
蓄
告
銭
六
萬

五
千
、
今

止
二
千
。

至
香

一
斤
、
菖
告
銭

三
千
八
百
、
今
止
五
百
、
公
私
雨
失
其
利
、
請
復
見
銭
法
。
可
之
、
伍

一
用
景
祐

三
年

約
束
。

…

:

と
あ

る
。

(37
)

幸
徹

「北
宋
時
代

の
東
南
官
売

下
末
塩
紗

に

つ
い
て
」

(『
北
九
州
工
業

高
等
専

門
学
校
研
究
報
告
』

[
、

一
九
六
八
)

一
〇
～

一
四
頁
参
照
。

(38
)

北
宋

に
お
け

る
京
師

～
江
潅

間
の
商

取
引

の
額
そ
れ
自
体

は
決

し
て
少
な

い
も

の
で
は
な

い

(幸
徹
氏
は
、
京
師
に
お
け
る
各
種
手
形

の
発
行
額
か
ら
、

民

間
で
の
江
准

地
域

か
ら
京
師

へ
の
物
資
輸
送

の
総
額
を
年
間
五
〇
〇
万
貫
前
後
と
推
測
す

る
。

幸
徹

「宋

代

の
南
北
経
済
交
流

に

つ
い
て
」
『
九
州
大
学
教
養

部
歴
史
学

.
地
理
学
年
報
』

一
〇
、

一
九
八
六
　
一
三
一
頁
参
照
)
。

し
か
し
、
京
師
に
至
ら
ず
地
方

の
間

で
の
み
流
通

し
た
物
資
も

こ
れ

に
劣
ら
ず
多

か

っ
た

と
筆
者

は
考
え

る
。
筆

者
が
そ

の
よ
う

に
考

え
る
根
拠

の

一
つ
に
は
商
税

の
額
が
あ

る
。
『
宋
会

要
』
食

貨

一
五
1

一
～

一
七
-

一
〇
記
載

の
商

税
統
計

に
ょ

れ
ば
、
杭
州

一
州

の
煕
寧
十
年

(
一
〇

七
七
)

に
お
け
る
商
税
額

は
十
七

万
三
千
八
百
十
三
貫
五
百

二
十
三
文
で
あ

っ
た
。

「
方
、
五
〇
〇
万
貫

の
商

晶
が

一

州
を

通
過

し
た
と
す

る
と
、

そ
れ

に
課
せ
ら
れ
る
過
税

は
そ
の
二
%
の
十

万
貫
と
な
る
。
江
潅
地
域
か
ら
京
師
に
輸
送
さ
れ
る
物
資
が
す

べ
て
杭
州
を
通
過
す



る
わ
け

で
は
な

い
か
ら
、
京
師
あ

て
商
品

の
過
税
が
杭
州

の
商
税
収
入
中
に
占

め
る
割

合
は
か
な

り
低

い
も

の
と
な

る
こ
と
が

予
想
さ

れ
る
。
地
方
か
ら
京
師

に
向
け
て
多
額

の
商

品
が
送
ら
れ
て

い
た

の
は
事
実
で
あ
る
が
、
地
方

に
お

い
て
も

そ
れ

に
劣
ら
ぬ
額

の
商
品
が
流
通

し
て
い
た

の
で
あ
る
。

(
39
)

註

(
27
)
所
引
斯
波
氏
著
書
第
三
章

「宋
代

に
お
け
る
全
国
的
市
場

の
形
成
」
第

一
節

「自
然
的
農
業
的
物
資

の
特
産

化
と
流

通
」
〔
一
〕
「米
穀
」
参
照
。

(
40
)

註

(
27
)
所
引
斯
波
氏
著
書

一
五
九
～

一
六
七
頁
参

照
。

(
41
)

註

(
27
)
所
引
斯
波
氏
著
書

第
六
章

「商
人
資

本

の
諸
性
質

」
第

三
節

「商
業
的
富

の
性
格
」

四
五
三
～

四
五
五
頁
参
照
。

(
42
)

註

(
10
)
所
引
梅
原
氏
論
文

二
六
～

二
七
頁
、
註

(
12
)
所
引
幸
氏
論

文
九
～

一
〇
頁
参
照
。

(
43
)

註

(
27
)
所
引
宮
澤
氏
著
書
第

一
部

「宋
代

の
国
家
と
市
場
」
第

一
章

「北
宋

の
財
政
と
貨
幣

経
済

」
三
三
頁
に

「宋

代
に
お
け
る
商

品
流

通
の
発
達
は
、

一
方

に
草
市

の
成
長

に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
農
村
市
場

の
発
生
や
農
業
生
産
物

の
商
品
化
、
他
方
に
巨
大
な
全
国
的
流
通

の
形
成
と

い
う
二

つ
の
流
涌

の
発
展
と
特
徴
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
両
者

を
連
結
す

る
役
割
を
果
た

し
た

の
が
遠
隔
地
商
業
に
従
事
す
る
客
商

の
活
動
、
商
業
組
織

の
整

備
、
物

資

の
集
散
地
た

る
都
市

の
発
達

で
あ

っ
た

こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て

い
る
」
と
あ

る
。
ち
な

み
に
宮
澤
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
全
国
的
流
通
は
、
沿
辺
に
お
け
る
軍

事
物
資
獲
得
を
至
上

目
的
と

し
た
国
家

の
財
政
運
用
を
最
大

の
起
動
力
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
述

べ
る
。


