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清
代
広
州
に
お
け
る
「
街
」
と
社
会
的
結
合

梁　
　
　

敏　
　

玲

は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
広
州
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
︑
清
代
都
市
の
基
礎
単
位
で
あ
る
﹁
街
﹂
の
在
り
方
及
び
街
の
人
々
の
社
会
的
結
合
に
つ
い
て
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

江
戸
時
代
の
日
本
の
﹁
町
﹂︑
イ
ス
ラ
ー
ム
都
市
の
﹁
マ
ハ
ッ
ラ
﹂
等
︑
街
区
は
様
々
な
形
で
都
市
社
会
の
基
礎
単
位
と
し
て
広
く
存
在
し

て
い
た
︒
多
く
の
清
代
都
市
に
お
い
て
も
︑
治
安
維
持
の
た
め
街
に
﹁
柵
欄
﹂（
木
戸
）
が
作
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
木
戸
が
夜
間
閉
鎖
さ
れ
︑

そ
れ
を
守
る
﹁
柵
夫
﹂・﹁
閘
夫
﹂（
若
し
く
は
時
刻
を
知
ら
せ
る
﹁
更
夫
﹂）
が
配
置
さ
れ
て
い
た
（
１
）︒

清
代
都
市
の
十
字
街
に
﹁
門
﹂
が
置
か

れ
︑
夜
回
り
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
西
洋
人
の
記
録
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
２
）︒
こ
の
よ
う
な
街
空
間
の
在
り
方
は
︑
清
代
都
市
を
理
解

す
る
た
め
に
重
要
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
︑
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒

　

周
知
の
如
く
︑
明
代
に
お
い
て
は
都
市
住
民
に
対
し
﹁
坊
廂
﹂（
坊
・
廂
と
は
都
市
に
お
い
て
街
路
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
画
の
こ
と
で
︑

城
内
の
も
の
を
坊
と
い
い
︑
城
の
外
側
の
も
の
を
廂
と
い
う
）
に
基
づ
き
徭
役
の
徴
発
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
江
南
を
は
じ
め
と
す
る
沿
海
部

の
諸
都
市
で
は
そ
の
よ
う
な
都
市
徭
役
は
︑
賦
役
改
革
後
の
清
初
期
に
ほ
ぼ
消
滅
し
た
（
３
）︒
こ
う
し
た
制
度
的
変
化
を
通
じ
︑
も
と
も
と
行
政
区

画
で
あ
っ
た
﹁
坊
﹂
が
牌
楼
・
街
巷
の
よ
う
に
単
に
地
域
的
範
囲
を
示
す
呼
称
へ
と
変
化
し
て
き
た
一
方
で（４
）︑
都
市
住
民
の
居
住
空
間
か
つ
社
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会
的
単
位
と
し
て
︑
街
の
地
位
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
（
こ
こ
の
﹁
街
﹂
は
︑
街
路
を
指
す
総
称
で
あ
り
︑
街
・
巷
（
横
丁
）
等

を
含
ん
で
い
る
）︒
即
ち
︑
街
路
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
画
で
あ
る
坊
を
単
位
と
す
る
結
合
で
は
な
く
︑
街
路
を
挟
む
住
民
の
結
合
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

　

清
代
以
降
の
中
国
都
市
の
街
は
︑
久
し
く
民
間
﹁
自
治
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
わ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ら
の
議
論
の
出
発
点
と

な
っ
た
の
は
︑
中
国
都
市
に
市
民
自
治
権
が
欠
け
て
い
た
︑
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
観
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
５
）︒

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
設
定
を

受
け
継
い
だ
今
堀
誠
二
は
︑
現
地
調
査
に
基
づ
き
︑
民
国
期
の
北
平
（
北
京
）
街
巷
を
都
市
の
﹁
自
治
機
構
﹂
の
一
部
と
し
な
が
ら
︑
中
国
都

市
の
自
治
機
構
は
自
己
完
結
的
集
団
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
︑
街
巷
全
体
と
し
て
共
同
体
的
基
礎
を
欠
い
て
い
た
理
由
は
︑
紳
董
の
持
つ

﹁
官
人
政
治
の
都
市
に
お
け
る
手
足
﹂
と
い
う
性
格
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
６
）︒
こ
れ
ら
の
通
念
に
対
し
て
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
は
明
確
な
批

判
を
加
え
︑
一
九
世
紀
の
商
業
市
鎮
で
あ
る
漢
口
を
取
り
上
げ
︑
こ
の
時
代
に
は
︑
経
済
力
を
つ
け
た
商
人
ら
が
実
質
的
に
自
治
の
領
域
を
拡

大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
（
７
）︒

彼
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
は
︑
更
に
中
国
都
市
の
自
生
的
な
﹁
公
共
圏
（public sphere

）﹂
の
成
立
に

関
す
る
議
論
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
（
８
）︒

ロ
ウ
は
︑
漢
口
の
街
区
を
彼
の
都
市
自
治
の
文
脈
の
中
で
論
じ
て
い
る
が
︑
街
そ
の
も
の
は
今
堀
誠
二

の
述
べ
た
北
平
街
巷
の
よ
う
な
正
式
な
組
織
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
近
隣
関
係
に
基
づ
く
協
同
関
係
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
９
）︒
こ
の
よ
う
な

協
同
関
係
が
拡
大
し
つ
つ
あ
り
︑
更
に
漢
口
の
都
市
自
治
の
一
部
を
構
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
︑
ロ
ウ
の
論
点
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
自
治
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
後
に
あ
る
の
は
︑
国
家
と
社
会
と
の
関
係
︑
即
ち
民
間
の
公
共
的
活
動
を
如
何
に
見
る
の
か
︑
と
い
う

問
題
で
あ
ろ
う
）
（（
（

︒
街
区
が
行
政
に
隷
属
し
た
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
自
立
し
た
も
の
な
の
か
︑
研
究
者
の
立
場
に
よ
っ
て
考
え
方
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
い
る
が
︑
国
家
に
対
す
る
社
会
の
自
立
度
と
い
う
こ
と
は
︑
共
通
の
問
題
関
心
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
に
対
し
︑
本
稿
で
は
少

し
視
点
を
変
え
て
︑
国
家
﹁
対
﹂
社
会
と
い
う
二
元
的
構
図
よ
り
︑
む
し
ろ
清
代
都
市
の
基
礎
単
位
で
あ
る
街
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
い
︒
街

を
一
つ
の
場
と
し
て
︑
そ
の
在
り
方
及
び
街
に
居
住
す
る
人
々
の
つ
な
が
り
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
︑
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

　

本
稿
で
取
り
扱
う
清
代
の
広
州
は
︑
広
東
省
の
省
城
で
あ
る
と
と
も
に
︑
対
外
貿
易
の
有
名
な
港
で
も
あ
っ
た
︒
広
州
の
街
に
﹁
門
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（door

）﹂
が
あ
る
こ
と
は
︑
明
後
期
に
広
州
に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
に
指
摘
さ
れ
︑
清
代
を
通
じ
て
多
く
の
西
洋
人
に
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
賀
躍
夫
・
邱
捷
の
研
究
に
よ
り
︑
街
に
よ
る
結
合
で
あ
る
﹁
街
坊
﹂
は
清
末
に
組
織
化
さ
れ
︑
非
常
に
活
発
な
活
動
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

︒
広
東
か
ら
の
移
住
民
を
主
と
す
る
香
港
・
マ
カ
オ
に
お
い
て
も
︑﹁
街
坊
﹂
は
社
会
の
重
要
な
基
礎
組
織
と
し
て
現
代

ま
で
存
続
し
て
き
た
）
（（
（

︒
以
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
広
州
の
街
は
ほ
か
の
清
代
都
市
と
共
通
す
る
面
を
備
え
つ
つ
も
︑
他
の
都
市
と
比
べ
て
独

自
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
広
州
を
取
り
上
げ
︑
制
度
的
・
地
域
的
要
素
に
留
意
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
清
代
都

市
社
会
史
研
究
上
の
興
味
深
い
事
例
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　

な
お
︑
清
代
広
州
の
城
廂
構
造
及
び
そ
の
管
轄
機
関
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
︒
清
代
の
広
州
城
は
老
城
（
内
城
）
と
新

城
（
外
城
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
老
城
は
明
初
期
に
宋
元
時
代
の
西
・
子
・
東
と
い
う
三
城
を
繋
げ
て
作
ら
れ
た
城
を
指
し
て
お
り
︑
新
城

は
明
嘉
靖
四
五
年
（
一
五
六
六
年
）
に
海
賊
の
襲
撃
か
ら
城
外
の
住
民
を
守
る
た
め
南
に
作
ら
れ
た
新
し
い
城
を
指
し
て
い
る
）
（（
（

︒
一
方
︑
南
・

西
門
外
の
町
で
あ
る
南
関
・
西
関
は
珠
江
に
近
く
︑
明
代
以
来
開
発
さ
れ
商
業
地
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
︒
対
外
貿
易
を
独
占
し
た
商
人
団

﹁
十
三
行
﹂
も
西
関
に
位
置
し
︑
珠
江
沿
岸
に
倉
庫
や
店
舗
等
を
設
け
て
い
た
︒
清
代
の
都
市
広
州
は
︑
城
で
あ
る
老
城
・
新
城
と
︑
廂
（
城

外
の
町
）
で
あ
る
西
関
・
南
関
・
東
関
及
び
北
門
外
の
北
郊
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
付
図
）︒
ま
た
︑
八
旗
軍
隊
が
広
州
の
老
城
の
西
半
部
に
集

中
し
て
駐
屯
し
て
お
り
︑
旗
（
八
旗
）
と
民
（
一
般
住
民
）
が
分
け
て
管
理
さ
れ
て
い
た
が
︑
本
稿
で
は
民
地
の
み
を
考
察
す
る
︒
清
代
の
広

州
は
︑
広
東
省
の
省
城
で
あ
る
と
と
も
に
︑
広
州
府
の
府
城
で
あ
り
︑
さ
ら
に
南
海
県
と
番
禺
県
の
県
城
で
も
あ
っ
た
︒
城
・
廂
の
街
は
南
海

県
・
番
禺
県
に
分
け
て
管
轄
さ
れ
︑
大
量
の
緑
営
軍
が
治
安
維
持
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒

　

以
下
︑
ま
ず
は
明
後
期
ま
で
遡
っ
て
社
会
的
単
位
と
し
て
の
街
空
間
の
形
成
及
び
そ
の
概
況
を
説
明
し
︑
つ
ぎ
に
街
の
領
域
及
び
そ
の
公
共

事
業
を
考
察
し
︑
最
後
に
一
九
世
紀
の
団
練
の
事
例
を
通
じ
て
街
の
結
合
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
︒
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第
一
章　

街
空
間
の
形
成
及
び
そ
の
概
況

第
一
節　

単
位
と
し
て
の
街

　

広
州
の
街
で
柵
欄
が
作
ら
れ
始
め
た
の
は
︑
明
代
の
黄
蕭
養
の
乱
（
一
四
四
九
年
）
の
頃
で
あ
っ
た
︒
反
乱
か
ら
の
防
衛
の
た
め
に
︑
城
壁

外
の
西
関
商
人
は
水
路
に
沿
っ
て
一
つ
の
街
路
を
一
つ
の
単
位
﹁
舗
﹂
と
し
︑
街
柵
を
建
て
︑
自
衛
組
織
を
作
っ
た
︒
今
で
も
西
関
に
﹁
何
々

甫
﹂
と
い
う
街
名
が
多
く
残
っ
て
い
る
）
（（
（

︒
西
関
の
隣
に
あ
る
仏
山
に
お
い
て
も
︑
住
民
が
黄
蕭
養
の
乱
の
時
に
柵
欄
を
建
て
﹁
舗
﹂
を
作
っ

た
︒
し
か
し
︑
商
業
市
鎮
で
あ
る
仏
山
に
お
け
る
﹁
鋪
﹂
は
そ
の
後
組
織
的
な
﹁
舗
区
﹂
制
度
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
）
（（
（

︑
城
郭
都
市

の
廂
で
あ
る
広
州
西
関
に
お
け
る
﹁
舗
﹂
は
︑
自
然
発
生
的
な
自
警
空
間
に
止
ま
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
街
柵
・
門
番
が
設
け
ら
れ
た
西
関

の
自
警
空
間
に
つ
い
て
は
︑
明
代
の
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
～
一
五
六
六
年
）
に
広
州
に
来
航
し
た
ガ
ス
パ
ー
ル
・
ダ
・
ク
ル
ス
が
記
録
し
て

い
る
）
（（
（

︒
城
内
の
風
景
を
多
く
描
い
た
ク
ル
ス
が
︑﹁
城
外
の
あ
ら
ゆ
る
通
り
の
︑
そ
の
末
端
と
終
点
に
は
門
が
あ
り
︑
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
義

務
を
負
う
門
番
た
ち
が
配
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
柵
が
配
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
﹁
城
外
﹂
の
み
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
︑
当
時
の
城

内
に
は
街
柵
が
ま
だ
建
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　

清
初
期
に
な
る
と
︑
城
内
・
城
外
を
問
わ
ず
︑
全
て
の
街
に
街
柵
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

︒
柵
欄
が
建
て
ら
れ
︑
柵
夫
が
配
置
さ
れ

る
こ
と
は
清
末
ま
で
存
続
し
て
い
た
）
（（
（

︒
城
内
に
何
時
街
柵
が
作
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
街
を
単
位
と
し
て
治
安
維
持
を
行
う

必
要
性
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
街
に
基
づ
く
自
衛
組
織
が
城
外
の
廂
か
ら
城
内
へ
と
発
展
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
街
の
持
つ
自
警
単
位

と
し
て
の
役
割
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　

柵
欄
の
建
設
だ
け
で
は
な
く
︑
社
会
上
・
制
度
上
に
お
い
て
も
街
の
役
割
は
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
明
末
の
天
啓
四
年

（
一
六
二
四
年
）
の
搶
米
暴
動
に
お
い
て
︑
城
内
に
居
住
す
る
郷
紳
で
あ
る
黎
遂
球
は
︑
街
の
統
率
者
を
選
出
し
︑
彼
ら
を
保
甲
・
郷
約
と
協

力
さ
せ
︑
街
の
救
済
を
行
お
う
と
い
う
平
糶
策
を
打
ち
出
し
た
）
（（
（

︒
秩
序
の
不
安
定
な
明
末
に
お
い
て
は
︑
保
甲
制
が
施
行
さ
れ
て
お
り
︑
郷
紳

が
組
織
す
る
郷
約
も
活
動
し
て
い
た
︒
官
側
の
保
甲
と
民
間
の
郷
約
が
既
に
共
存
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
さ
ら
に
街
の
統
率
者
を
選
出
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し
よ
う
と
建
言
し
た
の
は
︑
各
お
の
の
街
の
統
率
者
が
必
要
で
あ
る
と
黎
遂
球
が
判
断
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　

街
を
単
位
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
動
き
は
︑
清
代
に
入
っ
て
か
ら
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
清
初
期
に
お
い
て
︑

街
の
保
甲
は
街
柵
の
開
閉
・
街
の
夜
回
り
に
責
任
を
負
っ
た
）
（（
（

︒
雍
正
九
年
～
乾
隆
元
年
（
一
七
三
一
～
三
五
年
）
の
番
禺
県
知
県
逯
英
の
告
示

に
よ
る
と
︑
保
甲
制
の
編
成
は
街
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
地
保
が
街
を
管
理
し
︑
街
内
の
十
家
ご
と
に
一
甲
を
編
成
し
︑
端
数

が
あ
る
場
合
︑
五
・
六
家
以
上
は
一
甲
と
し
︑
三
・
四
家
の
場
合
に
は
他
の
十
家
に
付
属
さ
せ
る
と
い
う
）
（（
（

︒
官
側
は
保
甲
制
を
通
じ
て
︑
街
を

都
市
の
基
礎
単
位
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
判
る
︒
一
方
︑
明
末
に
一
時
的
に
活
動
し
て
い
た
郷
約
は
︑
清
初
期
の
﹁
三
藩
の
乱
﹂

の
後
︑
城
内
の
東
・
西
・
南
・
北
四
箇
所
で
府
・
県
学
の
教
官
と
生
員
と
が
聖
諭
十
六
条
講
読
を
行
う
組
織
へ
と
変
化
し
た
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
強

制
的
・
官
的
性
格
の
持
つ
郷
約
は
︑
明
末
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
）
（（
（

︑
明
末
の
郷
約
は
﹁
何
々
約
﹂
と
い
う
街
名
と
し
て
残
り
︑
長
街
の
一

部
あ
る
い
は
小
さ
い
横
街
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
街
ご
と
の
郷
約
が
再
び
登
場
し
た
の
は
︑
明
末
と
同
様
に
秩
序
が
不
安
定
化
し
た
一
九
世

紀
の
中
期
で
あ
っ
た
（
後
述
）︒

　

明
後
期
か
ら
清
代
に
か
け
て
の
街
の
地
位
の
変
化
は
︑
不
安
定
期
に
お
け
る
社
会
秩
序
の
変
動
及
び
そ
れ
に
よ
る
王
朝
側
の
対
応
の
相
互
作

用
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
広
州
の
街
空
間
は
︑
都
市
の
基
礎
的
単
位
と
な
っ
て
き
た
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑

こ
の
よ
う
な
街
空
間
は
四
つ
の
街
路
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
江
戸
時
代
の
日
本
の
﹁
町
﹂
と
異
な
り
︑
む
し
ろ
街
路
を
中
心
に
︑
夜
間
し
か
閉
鎖

さ
れ
な
い
街
の
両
端
に
あ
る
柵
欄
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
空
間
で
あ
っ
た
）
（（
（

︒

第
二
節　

街
の
概
況
及
び
そ
の
住
民

　

で
は
︑
清
代
広
州
の
街
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
光
緒
﹃
広
州
府
志
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
︑
広
州
の
街
は
三
百
以
上
で
あ
り
︑
西

関
の
街
は
一
番
多
く
︑
老
城
・
新
城
・
南
関
の
街
も
少
な
く
な
か
っ
た
（
付
表
一
）
（（
（

）︒

　

西
洋
人
の
統
計
に
よ
る
と
︑
広
州
の
街
数
は
こ
れ
よ
り
遥
か
に
多
く
︑
凡
そ
六
百
以
上
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
恐
ら
く
巷
の
よ
う
な
横
丁
を
含
む



　　お茶の水史学　57号　　92

付
表
一
　
清
代
広
州
に
お
け
る
城
・
廂
の
街
数

位
置

街
数

総
計

南
海

県
老

城
47

新
城

31

西
関

（
太

平
門

外
・

西
門

外
）

170

北
郊

（
大

北
門

外
）

番
禺

県
老

城
・

新
城

・
東

関
・

南

関
全

部

街
116

巷
42

377（「
街

」
の

み
）

419（
番

禺
県

の
「

巷
」

も

含
む

）

出
所

）
光

緒
『

広
州

府
志

』
卷

九
、

輿
地

略
一
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出
所
）
光
緒
『
広
州
府
志
』
卷
八
、
 輿
図

付
図
　
清
代
広
州
の
城
廂
構
造
と
街
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数
字
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
中
で
︑
幾
つ
か
長
い
街
が
あ
っ
た
が
︑
多
く
の
は
短
く
て
曲
が
っ
て
い
る
街
で
あ
り
︑
幅
が
六
～
八
フ
ィ
ー
ト
で
あ
っ

た
と
い
う
）
（（
（

︒

　

一
九
世
紀
後
半
︑
広
州
の
繁
華
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
﹁
漿
欄
街
・
状
元
坊
・
大
新
街
・
打
銅
街
・
小
市
大
街
・
高
第
街
・
雙
門

底
・
大
佛
寺
前
﹂
な
ど
の
街
で
あ
っ
た
）
（（
（

︒
そ
の
中
で
︑
漿
欄
街
・
打
銅
街
は
西
関
に
あ
り
︑
状
元
坊
・
大
新
街
・
小
市
大
街
・
高
第
街
は
新
城

に
あ
り
︑
雙
門
底
・
大
佛
寺
前
は
老
城
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
商
業
区
で
あ
る
西
関
に
繁
華
街
が
発
展
し
て
き
た
と
と
も
に
︑
城
内
に
も
繁
栄
す

る
街
が
多
く
あ
っ
た
︒
特
に
雙
門
底
・
大
佛
寺
の
あ
た
り
は
官
庁
・
書
院
が
密
集
す
る
場
所
で
あ
っ
た
︒

　

街
の
住
民
の
職
業
分
布
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
官
吏
・
軍
隊
は
西
関
・
南
関
に
も
居
住
・
駐
屯
し
て
い
た

が
︑
主
に
城
内
に
集
中
し
て
お
り
︑
特
に
老
城
内
の
真
ん
中
に
あ
る
横
街
路
﹁
惠
愛
大
街
﹂（
場
所
は
付
図
を
参
照
）
の
両
側
に
位
置
し
た
︒

つ
ぎ
に
︑
幕
僚
は
江
蘇
省
や
浙
江
省
出
身
の
人
が
多
く
︑
彼
ら
が
老
城
内
の
北
に
集
中
し
居
住
し
た
）
（（
（

︒
更
に
︑
勢
力
の
大
き
い
商
人
は
︑
対
外

貿
易
を
独
占
し
た
十
三
行
の
行
商
と
︑
塩
の
販
売
を
独
占
し
た
塩
商
で
あ
っ
た
が
︑
行
商
の
多
く
は
福
建
出
身
者
で
︑
長
期
間
に
わ
た
っ
て
西

関
に
居
住
し
て
お
り
︑
塩
商
の
多
く
は
浙
江
北
部
出
身
の
商
人
で
︑
城
内
に
滞
在
し
書
院
の
建
設
に
寄
付
し
た
︒
最
後
に
︑
人
口
の
多
数
を
占

め
る
鋪
商
（
店
を
構
え
て
売
買
を
行
う
商
人
）・
手
工
業
者
鋪
商
・
手
工
業
者
は
勢
力
が
弱
く
︑
分
散
し
て
経
営
し
て
い
た
）
（（
（

︒
西
関
・
南
関
に

比
較
的
集
中
し
て
い
た
が
︑
城
内
に
も
多
く
い
た
︒
同
業
者
が
集
ま
っ
て
い
る
街
は
︑
特
に
西
関
に
見
ら
れ
た
が
︑
必
ず
し
も
純
粋
な
同
業
者

街
区
と
は
言
え
な
か
っ
た
︒

　

広
州
の
街
を
考
察
す
る
際
に
は
︑
そ
の
都
市
の
特
徴
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
上
記
の
よ
う
に
︑
広
州
で
は
鋪
商
・
手
工
業
者
が
分
散
し

て
経
営
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
同
業
者
が
よ
り
集
中
し
て
い
た
仏
山
の
よ
う
な
商
業
市
鎮
と
の
相
違
点
で
あ
る
と
言
え
る
）
（（
（

︒
ま
た
︑
様
々
な
レ
ベ

ル
の
官
庁
や
大
量
の
駐
屯
軍
隊
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
︑
商
業
市
鎮
と
異
な
る
点
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
︑
明
後
期
か

ら
珠
江
デ
ル
タ
で
は
宗
族
が
発
達
し
て
い
た
も
の
の
︑
政
治
中
心
地
で
あ
る
広
州
と
の
密
接
な
関
係
が
清
代
に
入
っ
て
か
ら
一
部
失
わ
れ
︑
一

九
世
紀
以
前
に
は
広
州
城
を
中
心
に
活
動
を
行
う
大
き
な
宗
族
が
少
な
く
︑
そ
の
影
響
で
在
城
士
紳
グ
ル
ー
プ
の
形
成
が
江
南
の
都
市
よ
り
遅
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れ
た
点
で
あ
る
）
（（
（

︒
つ
ま
り
︑
広
州
に
お
い
て
は
︑
民
間
の
公
共
的
活
動
を
行
う
同
業
団
体
や
紳
士
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
集
団
は
江
南
の
都
市
や

商
業
市
鎮
ほ
ど
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
実
際
に
︑
街
を
超
え
る
善
堂
の
よ
う
な
大
き
な
団
体
は
清
末
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
設
立

さ
れ
ず
︑
そ
の
た
め
様
々
な
事
業
は
街
の
よ
う
な
よ
り
小
さ
い
単
位
で
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
）
（（
（

︒
一
方
で
︑
職
業
・
出
身
地
等
に

よ
る
集
中
的
居
住
も
見
ら
れ
る
が
︑
商
業
区
・
官
庁
区
・
住
宅
区
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
区
画
が
な
か
っ
た
）
（（
（

︒
街
柵
が
あ
っ
て
も
夜
間
し
か

閉
め
ら
れ
ず
︑
同
じ
街
に
異
な
る
身
分
・
業
種
の
住
民
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
や
︑
人
口
の
高
い
流
動
性
を
考
え
れ
ば
）
（（
（

︑
街
そ
の
も
の
は
決
し

て
閉
鎖
的
空
間
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
次
章
で
は
︑
街
の
住
民
や
街
で
活
動
す
る
人
々
と
い
う
観
点
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
開
放
的
な
街

空
間
の
在
り
方
を
考
察
し
て
い
く
︒

第
二
章　

街
の
領
域
と
そ
の
事
業

第
一
節　

街
の
土
地
廟
及
び
そ
の
管
轄
範
囲

─
二
つ
の
伝
説
か
ら

　

街
の
人
々
は
︑
街
柵
の
よ
う
な
眼
に
見
え
る
境
界
線
に
よ
っ
て
街
の
領
域
を
判
断
す
る
ほ
か
︑
街
ご
と
の
土
地
廟
か
ら
も
街
の
領
域
の
存
在

を
感
じ
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
西
洋
人
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
︑
広
州
の
す
べ
て
の
街
巷
に
は
土
地
廟
が
あ
っ
た
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な

土
地
廟
は
︑﹁
廟
﹂
と
言
っ
て
も
た
だ
の
小
さ
い
祠
で
あ
り
︑
土
地
を
守
護
す
る
神
を
祭
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
古
く
か
ら
土
地
神
信
仰
が
盛

ん
な
中
国
に
お
い
て
は
︑
都
市
で
も
郷
村
で
も
土
地
廟
が
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
︒
清
代
の
広
州
で
は
︑
家
や
店
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
土
地

神
を
祭
る
場
所
が
あ
り
）
（（
（

︑
更
に
街
ご
と
の
土
地
廟
が
あ
っ
た
）
（（
（

︒

　

で
は
︑
街
の
土
地
廟
は
如
何
に
街
の
領
域
を
決
め
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
つ
い
て
︑
雙
門
底
﹁
孖
土
地
﹂
の
伝
説
か
ら
見
て
み
よ
う
︒
雙

門
底
と
は
街
名
で
︑
二
つ
の
門
が
あ
る
拱
北
楼
の
下
に
位
置
す
る
た
め
︑﹁
雙
門
底
﹂
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
た
）
（（
（

︒
雙
門
底
は
広
州
城
中
心

部
の
商
業
地
で
あ
り
︑
書
店
・
灯
市
・
花
市
等
で
に
ぎ
や
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
場
所
は
付
図
を
参
照
）︒
雙
門
底
に
は
土
地
廟
が
二
つ
あ

り
︑﹁
孖
土
地
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒﹁
孖
﹂
と
は
対
に
な
る
も
の
を
指
す
広
東
語
で
あ
る
︒
そ
の
孖
土
地
の
建
設
に
つ
い
て
は
︑
幾
つ
か
の
伝
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説
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
最
も
早
い
も
の
は
︑
乾
隆
五
十
九
年
（
一
七
九
五
年
）
刊
行
さ
れ
た
欧
蘇
の
﹃
靄
樓
逸
志
﹄
の
記
載
で
あ
っ

た
︒　

省
城
の
雙
門
底
石
牌
樓
の
左
の
本
屋
の
前
に
︑
軒
の
低
い
小
さ
い
土
地
廟
が
あ
り
︑
線
香
が
絶
え
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
も
う
一
人
の

土
地
神
が
来
て
︑
供
え
物
を
め
ぐ
っ
て
元
の
土
地
神
と
争
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
︒
あ
る
日
︑
布
政
使
が
巡
視
の
た
め
こ
こ
を
通
過
し
た

際
︑
白
髪
の
翁
二
人
を
見
た
︒
二
人
の
翁
は
布
政
使
の
輿
を
遮
っ
て
輿
の
前
に
跪
き
︑
是
非
を
争
っ
て
訴
え
た
︒
一
人
が
曰
く
︑﹁
私
は

も
と
も
と
こ
こ
の
土
地
の
神
で
︑
民
が
香
を
焚
い
て
私
を
祀
る
こ
と
︑
す
で
に
数
百
年
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
人
は
何
処
の
妖
鬼
か
知
ら
な

い
が
︑
や
っ
て
き
て
私
の
地
位
を
奪
お
う
と
し
て
お
り
︑
私
は
到
底
甘
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
そ
の
た
め
に
貴
方
様
に
申
し
上
げ

て
︑
公
平
な
お
裁
き
を
お
願
い
す
る
の
で
す
﹂
と
︒
布
政
使
が
言
う
の
に
︑﹁
お
二
人
が
争
い
あ
っ
て
い
て
は
︑
休
む
時
と
て
な
い
で

し
ょ
う
︒
ま
し
て
︑
省
城
に
は
商
民
が
非
常
に
多
く
︑
更
に
こ
こ
は
最
も
繁
栄
し
て
い
る
街
で
す
︒
私
は
お
二
人
を
そ
れ
ぞ
れ
南
向
き
と

北
向
き
に
安
置
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
安
ん
じ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
裁
き
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
︑
如
何
で
し
ょ
う
か
﹂
と
︒

二
人
の
翁
は
判
に
従
い
︑
額
ず
い
て
礼
を
言
っ
て
か
ら
去
っ
た
︒
そ
ば
に
い
た
人
々
に
は
こ
の
出
来
事
は
全
く
見
え
も
聞
こ
え
も
し
な

か
っ
た
の
で
︑
布
政
使
は
不
思
議
に
思
い
︑
輿
を
降
り
て
土
地
廟
の
と
こ
ろ
に
調
べ
に
行
っ
た
︒
す
る
と
そ
こ
に
は
一
つ
の
南
向
き
の
土

地
廟
し
か
見
え
な
か
っ
た
た
め
︑
も
う
一
つ
北
向
き
の
小
廟
を
建
て
︑
土
地
の
像
を
作
る
よ
う
に
街
の
住
民
（﹁
街
坊
﹂）
に
言
い
つ
け

た
︒
そ
し
て
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
と
︑
皆
驚
き
恐
れ
た
︒
故
に
︑
今
二
つ
の
廟
が
背
を
向
け
て
そ
れ
ぞ
れ
南
と
北
に
向
い
て
お
り
︑
ど

ち
ら
に
も
香
の
煙
が
絶
え
な
い
の
で
あ
る
）
（（
（

︒

　
﹁
孖
土
地
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
﹃
靄
樓
逸
志
﹄
は
︑
地
元
の
逸
話
に
つ
い
て
の
随
筆
で
あ
る
︒
著
者
の
欧
蘇
は
広
州
府
属
の
隣
県
東
莞
の

人
で
あ
り
︑﹃
靄
樓
逸
志
﹄
を
書
い
た
時
に
は
す
で
に
四
十
歳
を
過
ぎ
て
い
た
が
︑
ま
だ
生
員
に
な
っ
て
お
ら
ず
︑
科
挙
資
格
を
持
た
な
い
地

元
の
文
人
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒﹃
靄
樓
逸
志
﹄
の
ほ
か
︑﹁
孖
土
地
﹂
に
関
す
る
話
は
︑
道
光
十
年
（
一
八
三
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
劉

世
馨
の
﹃
粤
屑
﹄
や
）
（（
（

︑
道
光
一
二
年
（
一
八
三
二
年
）
刊
行
さ
れ
た
黄
芝
の
﹃
粤
小
記
﹄
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

︒﹃
粤
小
記
﹄・﹃
粤
屑
﹄
と
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も
随
筆
で
あ
り
︑
刊
行
時
期
は
﹃
靄
樓
逸
志
﹄
よ
り
少
し
遅
れ
て
い
る
が
︑
内
容
に
は
異
な
る
部
分
が
あ
り
︑
そ
の
ま
ま
書
き
写
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
︒
ま
た
︑﹃
粤
小
記
﹄
と
﹃
粤
屑
﹄
の
記
載
は
そ
れ
ぞ
れ
同
治
﹃
番
禺
県
志
﹄
と
光
緒
﹃
広
州
府
志
﹄
に
引
用
さ
れ

て
い
る
）
（（
（

︒
更
に
︑
こ
の
伝
説
は
白
話
文
の
形
で
民
国
時
期
ま
で
伝
わ
っ
た
）
（（
（

︒﹁
孖
土
地
﹂
の
伝
説
は
︑
地
元
の
人
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　

紙
幅
の
関
係
で
﹃
粤
屑
﹄・﹃
粤
小
記
﹄
の
記
載
は
本
文
で
引
用
せ
ず
︑
文
末
の
注
に
置
く
こ
と
に
し
た
︒﹃
靄
樓
逸
志
﹄
の
記
載
を
﹃
粤

屑
﹄・﹃
粤
小
記
﹄
と
比
較
す
る
と
︑
伝
説
の
筋
が
大
体
わ
か
る
︒﹁
孖
土
地
﹂
の
建
築
時
期
は
乾
隆
年
間
で
あ
り
︑
最
初
は
一
つ
の
土
地
廟
し

か
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
二
人
の
老
人
が
争
い
を
起
こ
し
︑
そ
れ
を
知
っ
た
布
政
使
が
元
の
廟
の
後
方
に
も
う
一
つ
の
廟
を
作
り
︑
こ
の
二

つ
の
廟
が
﹁
孖
土
地
﹂
と
な
っ
た
︑
と
い
う
筋
で
あ
る
︒

　

興
味
深
い
こ
と
に
︑
時
期
順
で
見
る
と
︑
三
つ
の
記
載
が
徐
々
に
詳
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
靄
樓
逸
志
﹄
の
記
載
に
お
い

て
︑
判
を
下
し
た
人
は
﹁
藩
司
﹂（
布
政
使
）
と
書
い
て
あ
る
が
︑﹃
粤
屑
﹄・﹃
粤
小
記
﹄
の
記
載
に
お
い
て
︑
そ
の
人
は
具
体
化
さ
れ
︑
そ
れ

ぞ
れ
欧
陽
永
琦
（
乾
隆
三
十
三
年
に
布
政
使
に
就
任
）
と
石
柱
（
乾
隆
十
六
年
に
布
政
使
に
就
任
）
と
な
っ
て
い
る
︒
刊
行
時
期
の
最
も
一
番

遅
い
﹃
粤
小
記
﹄
は
︑
新
し
く
来
た
土
地
の
神
の
来
歴
や
︑﹁
孖
土
地
﹂
が
建
て
ら
れ
た
後
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
書
い
て
い
る
︒
様
々
な
補
足
・

再
創
造
は
民
話
の
特
徴
で
あ
る
が
︑
詳
細
化
さ
れ
た
の
は
布
政
使
に
関
す
る
情
報
や
官
側
の
祭
祀
で
あ
り
︑
そ
こ
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
︑
布
政
使
が
紛
争
調
停
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
︑
当
時
の
人
々
が
重
視
し
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
︒

　

孖
土
地
の
事
例
を
通
じ
︑
街
の
土
地
廟
に
は
一
定
の
管
轄
領
域
が
あ
り
︑
土
地
廟
を
二
つ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
街
を
分
け
る
正
当
性
が
得

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
も
︑
勝
手
に
新
し
い
土
地
廟
を
建
て
た
り
︑
新
し
い
土
地
の
像
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
権
威
の
あ

る
官
僚
か
ら
の
命
令
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
人
が
布
政
使
で
あ
る
理
由
は
︑
雙
門
底
の
位
置
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
︒
雙
門

底
は
布
政
司
衙
門
の
南
に
位
置
し
︑
北
の
﹁
承
宣
直
街
﹂
と
南
の
﹁
雄
鎮
直
街
﹂
と
一
緒
に
長
い
街
を
構
成
す
る
︒
こ
こ
は
城
内
の
最
も
繁
栄

し
て
い
る
商
業
地
で
あ
っ
た
と
と
も
に
官
吏
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
乾
隆
年
間
か
ら
︑
人
口
が
激
し
く
増
加
し
つ
つ
あ
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り
︑
こ
の
街
を
二
つ
に
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
に
︑
土
地
廟
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
二
つ
の
街
は
︑
そ
の

後
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
社
会
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
︒
一
九
世
紀
中
期
︑
反
入
城
運
動
に
よ
る
都
市
団
練
に
お
い
て
（
後
述
）︑
雙
門
底

は
﹁
雙
門
底
上
街
﹂・﹁
雙
門
底
下
街
﹂
に
分
け
て
組
織
さ
れ
た
︒

　

一
方
︑﹃
粤
小
記
﹄
に
は
︑﹁
嘉
慶
壬
戌
（
一
八
〇
二
年
）︑
干
害
が
起
こ
り
︑
両
広
総
督
吉
慶
は
官
を
派
遣
し
て
孖
土
地
を
祭
ら
せ
︑
そ
の

た
め
に
雨
が
降
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
孖
土
地
に
雨
を
願
う
の
は
︑
孖
土
地
が
雙
門
底
を
超
え
て
広
州
全
土
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
た

め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
更
に
︑
祭
っ
た
後
雨
が
降
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
孖
土
地
が
そ
の
願
い
を
叶
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
見

れ
ば
︑
街
の
土
地
廟
は
土
地
を
分
割
し
て
管
轄
す
る
と
さ
れ
る
一
方
で
︑
信
仰
上
に
お
け
る
境
界
線
は
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
御

利
益
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
神
で
あ
れ
ば
︑
領
域
を
超
え
る
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
雙
門
底
と
官
庁
と
の
近
さ
や
︑
街
の
開
放
性
と
関

連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

官
側
の
介
入
で
解
決
で
き
た
孖
土
地
の
事
例
は
︑
特
例
の
可
能
性
も
あ
る
が
︑
土
地
の
安
定
を
守
る
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
土
地
神
は
︑

現
世
の
統
治
秩
序
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
に
違
い
な
い
︒﹃
靄
樓
逸
志
﹄
に
︑
街
の
土
地
廟
に
関
す
る
伝
説
は
も
う
一
つ
あ
る
︒
そ
の
話
を

簡
単
に
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

　

乾
隆
年
間
︑
広
州
の
西
街
に
居
住
す
る
無
頼
某
甲
は
屠
畜
用
の
刃
物
を
持
っ
て
︑
施
錠
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
煙
店
（
煙
草
店
）
に
入
り
︑
二

人
の
店
員
を
殺
し
て
銀
を
と
っ
て
逃
げ
た
︒
盗
ん
だ
銀
の
大
部
分
を
家
の
中
に
埋
め
て
︑
百
両
を
妻
に
渡
し
︑
自
分
は
三
百
両
を
持
っ
て
逃
げ

出
し
た
︒
煙
店
と
十
数
戸
離
れ
た
と
こ
ろ
に
土
地
廟
が
あ
り
︑
そ
こ
を
通
っ
た
甲
は
土
地
の
神
に
願
を
か
け
︑
事
件
が
終
わ
っ
た
後
ま
た
謝
礼

を
す
る
と
言
っ
た
︒
一
方
︑
煙
店
が
営
業
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
隣
人
は
地
保
・
営
兵
と
一
緒
に
店
に
入
り
︑
二
人
の
死
体
を
見
つ

け
た
︒
屠
畜
用
の
刃
物
が
残
っ
て
い
た
た
め
︑
煙
店
の
隣
の
屠
殺
業
者
が
犯
人
で
あ
る
と
皆
が
判
断
し
︑
官
に
告
発
し
た
︒
そ
の
屠
殺
業
者
は

拷
問
を
受
け
て
も
自
供
せ
ず
︑
官
が
毎
日
城
隍
に
祈
り
︑
一
年
以
上
調
査
も
し
た
が
︑
結
果
が
出
な
か
っ
た
︒
上
官
は
神
の
霊
験
が
無
い
こ
と

を
責
め
︑
城
隍
を
席
か
ら
下
ろ
し
︑
街
の
土
地
廟
の
神
に
首
か
せ
を
か
け
て
︑
廟
の
外
に
置
い
た
︒
そ
の
後
︑
逃
亡
先
の
瓊
南
か
ら
戻
っ
て
き
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た
甲
は
土
地
神
の
首
か
せ
を
見
て
︑
神
に
累
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
恐
れ
︑
黙
々
と
祈
っ
た
︒
そ
の
時
︑
ま
だ
話
の
で
き
な
い
一
歳
の
赤
ん
坊
が

急
に
甲
を
指
し
︑﹁
こ
の
人
が
人
を
殺
し
て
︑
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
と
神
に
頼
ん
だ
﹂
と
言
っ
た
︒
皆
は
そ
れ
を
神
が
赤
ん
坊
の
口
で
伝
え
た

も
の
と
考
え
て
︑
甲
を
官
の
と
こ
ろ
に
連
行
し
た
︒
甲
は
自
供
し
︑
剮
刑
に
さ
れ
た
）
（（
（

︒

　

こ
の
話
は
伝
説
に
過
ぎ
な
い
が
︑
そ
れ
を
通
じ
て
街
の
土
地
廟
の
持
つ
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
殺
人
者
は
街
の
土
地
廟
に

自
分
が
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
に
願
を
か
け
︑
そ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
結
果
︑
事
件
が
解
決
で
き
ず
︑
官
が
神
に
当
り
散
ら

し
︑
城
隍
を
席
か
ら
下
ろ
し
︑
街
の
土
地
廟
の
神
に
首
か
せ
を
か
け
て
廟
の
外
に
置
い
た
︒
結
局
殺
人
者
が
捕
え
ら
れ
た
の
は
︑
街
の
土
地
神

が
赤
ん
坊
の
口
を
借
り
て
伝
え
た
情
報
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
︒
話
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
︑
土
地
廟
の
役
割
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
伝
説

の
論
理
に
よ
れ
ば
︑
民
は
土
地
神
が
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
と
期
待
し
て
い
る
一
方
で
︑
官
も
土
地
神
が
そ
の
土
地
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
︒
伝
説
の
中
で
︑
土
地
神
は
こ
の
二
つ
の
期
待
に
答
え
た
の
で
あ
る
︒
城
隍
の
登
場
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
︑
範
囲
と
し
て

は
︑
城
隍
は
全
城
の
安
定
に
責
任
を
負
い
︑
街
ご
と
の
土
地
神
は
各
街
の
安
定
に
責
任
を
負
う
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
序
列
に

よ
り
︑
人
々
の
信
仰
上
に
お
け
る
空
間
感
覚
が
窺
え
る
︒
実
際
に
︑
子
供
が
病
気
に
な
っ
た
時
︑
名
前
を
付
け
る
時
︑
親
族
が
死
ん
だ
時
等

に
︑
街
の
人
が
各
街
巷
の
土
地
神
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
普
通
で
あ
っ
た
）
（（
（

︒

　

街
の
土
地
廟
に
よ
っ
て
︑
街
の
領
域
に
対
す
る
共
有
感
覚
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
︒
こ
の
共
有
感
覚
は
団
体
意
識
を
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
︑

街
の
人
々
は
如
何
に
街
の
事
業
に
関
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

第
二
節　

街
の
祭
祀
活
動
と
街
の
事
業

　

近
代
の
台
南
で
は
一
つ
の
街
区
が
一
つ
の
祭
祀
空
間
で
あ
り
︑
祭
祀
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
街
区
﹁
公
社
﹂
が
存
在
し
て
い
た
）
（（
（

︒
清
末
の
漢

口
・
成
都
に
お
い
て
は
︑
一
つ
の
街
︑
あ
る
い
は
幾
つ
か
の
街
か
ら
な
る
街
区
を
単
位
と
し
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
）
（（
（

︒
清
末
広
州
の
状
況
も

類
似
し
て
お
り
︑
街
に
街
廟
が
あ
り
︑
街
ご
と
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
）
（（
（

︒
清
末
に
つ
い
て
は
史
料
が
豊
富
に
あ
る
た
め
︑
そ
の
状
況
が
大
体
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わ
か
る
が
︑
そ
れ
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
史
料
欠
如
の
た
め
不
明
な
点
が
多
い
︒
か
ろ
う
じ
て
︑
地
方
志
や
西
洋
人
の
記
録
に
よ
り
︑
お

お
よ
そ
の
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

乾
隆
﹃
番
禺
県
志
﹄
に
よ
る
と
︑
二
月
二
日
の
土
地
神
の
誕
生
日
に
お
い
て
は
︑
官
庁
の
前
で
も
街
巷
で
も
劇
団
が
雇
わ
れ
て
音
楽
を
演
奏

し
て
い
た
）
（（
（

︒
一
九
世
紀
前
期
の
英
文
史
料
に
よ
る
と
︑
街
ご
と
の
祭
り
が
あ
り
︑
祭
祀
の
際
に
街
の
住
民
は
劇
団
を
呼
ん
で
芝
居
を
上
演
さ

せ
︑
ほ
か
の
街
に
負
け
な
い
よ
う
に
︑
多
く
の
金
を
使
う
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
）
（（
（

︒
火
の
神
と
さ
れ
る
﹁
華
光
大
帝
﹂
の
誕
生
日
に
お
い
て

も
︑
金
の
あ
る
街
は
︑
祭
祀
の
後
ま
た
劇
団
を
呼
ん
で
芝
居
を
上
演
さ
せ
た
）
（（
（

︒
関
帝
の
誕
生
日
に
は
︑
太
平
門
外
の
﹁
曾
巷
﹂
の
住
民
が
そ
こ

の
関
帝
廟
の
関
帝
像
を
担
い
で
巡
行
し
た
）
（（
（

︒

　

こ
れ
ら
の
祭
祀
活
動
に
お
い
て
は
︑
街
が
一
つ
の
単
位
と
し
て
︑
演
劇
上
演
の
準
備
や
神
像
の
巡
行
に
参
加
し
て
い
る
︒
街
自
身
の
祭
り
の

よ
う
な
下
位
レ
ベ
ル
の
祭
祀
と
華
光
誕
・
関
帝
誕
の
よ
う
な
上
位
レ
ベ
ル
の
祭
祀
が
見
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
で
も
︑
街
が
単
位
と
な
っ

て
行
動
し
︑
そ
の
た
め
に
金
や
組
織
者
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
多
く
の
祭
祀
活
動
に
お
い
て
︑

広
州
の
都
市
住
民
は
街
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
︑
組
織
さ
れ
て
参
加
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
換
言
す
れ
ば
︑
街
の
住
民
は
自
分
が
ど
の
街

に
属
す
る
か
を
は
っ
き
り
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
祭
祀
活
動
に
参
加
で
き
ず
︑
祭
祀
活
動
へ
の
参
加
を
通
じ
て
︑
街
へ
の
帰
属
意
識
や
同
じ

街
に
居
る
他
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

祭
祀
活
動
の
ほ
か
︑
街
の
公
共
事
業
に
お
け
る
人
々
の
関
与
も
考
察
す
べ
き
対
象
で
あ
ろ
う
︒
街
の
公
共
事
業
と
は
︑
主
に
街
の
公
共
建
築

で
あ
る
廟
の
補
修
・
再
建
や
︑
街
路
の
整
備
︑
井
戸
掘
り
等
を
指
し
て
い
る
︒
嘉
慶
十
四
年
（
一
八
〇
九
年
）︑
老
城
の
承
宣
里
（
雙
門
底
と

一
緒
に
長
街
を
構
成
す
る
街
）
に
あ
る
六
纛
神
廟
が
火
事
で
焼
失
し
た
後
に
再
建
さ
れ
た
際
の
碑
文
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

　

己
巳
（
一
八
〇
九
年
）
の
春
に
な
る
と
︑
再
建
を
行
っ
た
︒
里
中
の
長
老
が
培
芳
に
再
建
に
つ
い
て
文
章
を
書
く
よ
う
に
言
い
つ
け
︑

辞
退
で
き
な
か
っ
た
︒
︙
︙
今
度
の
再
建
で
は
︑
堂
宇
が
元
の
場
所
に
建
て
ら
れ
︑
そ
の
費
用
の
銀
若
干
両
に
つ
い
て
は
︑
前
例
の
通

り
︑
里
中
の
店
鋪
や
部
屋
に
寄
宿
す
る
者
と
そ
の
所
有
主
両
方
が
寄
付
し
て
援
助
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
遠
近
の
士
紳
も
そ
れ
ぞ
れ
義
捐
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金
を
出
し
た
︒
支
援
者
十
三
人
の
名
前
は
ほ
か
の
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
書
か
な
い
︒
郷
副
進
士
・
徴
仕
郎
候
選
直
隸
州

分
州
・
里
人
黃
培
芳
敬
撰
︒
香
山
県
庠
生
・
里
人
黃
沃
堂
書
丹
）
（（
（

︒（
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
説
明
︑
以
下
同
様
）

　

碑
文
に
よ
る
と
︑
再
建
の
費
用
は
︑﹁
里
中
﹂
に
居
住
す
る
人
と
店
・
家
屋
の
所
有
主
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
こ
の
や
り
方

は
﹁
前
例
﹂
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
）
（（
（

︒
部
屋
の
所
有
主
が
街
の
こ
と
に
責
任
を
負
う
と
い
う
考
え
は
︑
官
側
で
も
持
っ
て
お
り
）
（（
（

︑
そ
れ

は
当
時
の
共
通
認
識
で
あ
る
と
言
え
る
︒
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
︑﹁
里
中
﹂
と
﹁
里
人
﹂
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
︒﹁
里
﹂
と
は
古
く

か
ら
使
わ
れ
て
き
た
用
語
で
あ
り
︑
近
隣
や
同
郷
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
︑
明
代
の
里
甲
制
に
お
い
て
は
︑
賦
役
の
単
位
に
も
な
っ
た
︒
清

代
広
東
の
碑
文
で
も
︑
都
市
・
郷
村
を
問
わ
ず
︑﹁
里
人
﹂・﹁
本
里
﹂・﹁
里
中
﹂
等
の
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
︑
そ
れ
は
近
隣
や
同
じ
区
域
の
人

を
指
す
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
碑
文
に
つ
い
て
は
︑
撰
文
の
﹁
里
人
﹂
黃
培
芳
は
﹁
泰
泉
旧
里
﹂
に
居
住
す
る
士
大
夫
で
あ
り
）
（（
（

︑﹁
泰
泉
旧

里
﹂
と
は
承
宣
里
と
垂
直
に
交
わ
る
小
さ
い
路
地
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
里
中
﹂
は
承
宣
里
及
び
そ
れ
と
垂
直
に
交
わ
る
小
さ
い
路
地
を
含

む
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
方
︑﹁
遠
近
士
紳
﹂
は
﹁
里
人
﹂
と
対
立
す
る
言
い
方
で
あ
り
︑
彼
ら
の
寄
付
金
は
﹁
里
人
﹂
の
出
し
た
金
と
異
な

り
︑
義
捐
金
（﹁
義
輸
﹂）
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
街
の
事
業
に
お
い
て
は
︑
街
の
人
が
責
任
を
負
う
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
一
方
で
︑
街
の
住
民
以
外
の
人
が
出
す
金
は
自
由
意
志
に
基
づ
く
寄
付
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
言
い
方
か
ら
︑
人
々
の
持
つ
内
と
外
と
の

区
分
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
廟
の
再
建
を
成
し
遂
げ
た
十
三
人
の
中
に
は
︑
副
榜
挙
人
で
あ
る
撰
文
の
黃
培
芳
と
生
員
で
あ
る
書
丹
（
石
碑
な
ど

の
字
を
書
く
こ
と
）
の
黃
沃
堂
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
彼
ら
は
街
の
有
力
者
で
あ
り
︑
街
の
公
共
事
業
に
最
も
熱
心
な
人
で
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

　
﹁
里
﹂
に
関
す
る
碑
文
に
は
も
う
一
つ
の
例
が
あ
る
︒
老
城
の
東
に
あ
る
豪
賢
街
（
場
所
は
付
図
を
参
照
）
に
は
︑
二
聖
古
廟
と
い
う
廟
が

あ
っ
た
︒
道
光
十
六
年
（
一
八
三
六
年
）︑
そ
の
廟
が
再
建
さ
れ
た
︒

　

た
ま
た
ま
楊
紹
周
君
が
廟
に
入
り
参
拝
を
し
た
︒
彼
は
長
い
間
歩
き
ま
わ
り
︑
深
く
感
動
し
て
︑
再
建
し
よ
う
と
決
め
た
︒
里
人
の
潘

洪
君
に
相
談
す
る
と
︑
潘
君
は
昔
か
ら
度
々
再
建
を
行
お
う
と
し
て
実
行
で
き
な
い
で
い
た
こ
と
か
ら
︑
双
方
が
簡
単
に
合
意
を
得
た
︒
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二
人
が
再
建
に
責
任
を
負
い
︑
ま
た
沈
懷
仁
君
・
林
光
富
君
・
李
廷
柏
子
か
ら
の
助
け
を
借
り
た
︒
章
程
が
立
て
ら
れ
た
後
︑
知
府
の
胡

方
朔
公
︑
元
南
海
県
知
県
で
現
知
府
代
理
の
潘
尚
楫
公
︑
番
禺
県
知
県
の
胡
堾
公
︑
增
城
県
知
県
の
明
達
公
︑
三
水
県
県
丞
の
呉
□
公
が

率
先
し
て
俸
禄
を
寄
付
し
︑
再
建
の
開
始
を
提
唱
し
た
︒
郡
の
紳
士
や
庶
民
が
喜
ん
で
援
助
し
た
︒
︙
︙
黎
遂
球
烈
愍
公
が
曾
て
蓮
鬚
閣

を
作
り
こ
こ
で
読
書
し
た
こ
と
で
︑
豪
賢
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
た
︒
︙
︙
今
後
必
ず
烈
愍
公
の
後
継
者
が
現
れ
る
だ
ろ
う
と
︑
私
は

こ
の
里
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
︒
穗
城
（
広
州
）
の
黃
大
干
撰
文
︑
黃
培
芳
書
丹
︑
里
人
黃
子
高
篆
額
︒

　

再
建
に
つ
い
て
の
こ
の
碑
文
の
中
に
は
︑﹁
里
人
﹂・﹁
是
里
﹂
等
の
言
い
方
が
あ
る
）
（（
（

︒
こ
こ
の
﹁
里
﹂
は
﹁
豪
賢
里
﹂
の
街
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
︒
理
由
と
し
て
は
︑
そ
の
碑
文
が
﹁
豪
賢
﹂
と
い
う
名
前
の
由
来
を
遡
り
︑
さ
ら
に
こ
の
由
来
か
ら
︑﹁
里
﹂
の
人
々
へ
の
期
待

を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
二
聖
古
廟
の
再
建
に
お
い
て
は
︑
様
々
な
官
吏
・
紳
士
・
一
般
民
が
寄
付
金
を
出
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
官

吏
・
紳
士
の
名
前
も
碑
文
に
登
場
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
街
の
人
か
ど
う
か
と
い
う
区
分
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
街
の
人
間
で
あ
れ
ば
名
前
の
前

に
﹁
里
人
﹂
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
泰
泉
旧
里
に
居
住
す
る
黃
培
芳
も
書
丹
と
し
て
関
与
し
た
が
︑﹁
里
人
﹂
が
付
け
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
黃
培
芳
が
﹁
豪
賢
里
﹂
の
人
間
で
は
な
い
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
六
纛
神
廟
の
例
と
同
様
に
︑
碑

文
に
登
場
し
た
﹁
里
人
﹂
は
街
の
有
力
者
で
あ
り
︑
街
の
公
共
事
業
に
熱
心
に
関
わ
る
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　

廟
の
修
理
に
お
い
て
は
他
所
の
人
か
ら
寄
付
金
を
集
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
街
の
井
戸
掘
り
・
街
の
修
理
等
に
お
い
て
は
街
の
人
々
が
自

ら
行
う
こ
と
が
殆
ど
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
道
光
三
十
年
（
一
八
五
〇
年
）︑
老
城
の
旧
倉
巷
（
場
所
は
付
図
を
参
照
）
に
お
け
る
街
の
石
畳
修

理
は
︑
街
の
人
か
ら
の
寄
付
金
で
行
わ
れ
た
︒
さ
ら
に
そ
こ
の
路
地
で
あ
る
梯
雲
里
で
の
井
戸
掘
り
工
事
は
︑
街
の
有
力
な
一
族
で
あ
る
莊
家

の
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
）
（（
（

︒﹁
こ
の
街
に
は
家
が
多
い
﹂
こ
と
が
井
戸
掘
り
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
井
戸
掘
り
が
街
の
公
共
事
業

の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
そ
の
費
用
は
﹁
里
人
﹂
の
莊
心
濤
が
全
て
負
担
し
た
︒
六
纛
神
廟
の
再
建
の
例

と
異
な
り
︑
こ
の
場
合
に
は
︑
街
の
人
（
居
住
者
や
所
有
主
）
の
寄
付
は
義
務
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
街
全
員
の
共
同
負
担
と
有
力
者
の
独

自
負
担
と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
︑
街
の
事
業
の
や
り
方
に
お
け
る
柔
軟
性
が
窺
え
る
︒
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以
上
の
よ
う
に
︑
街
の
祭
祀
活
動
や
廟
の
再
建
な
ど
の
事
業
を
通
じ
︑
街
の
人
々
の
間
に
は
︑
様
々
な
形
態
で
の
関
与
に
よ
り
︑
緩
い
団
体

意
識
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
れ
ら
の
活
動
は
日
常
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
固
定
的
組
織
の
形
成
を
導
か
な
か
っ
た
︒

街
の
事
業
に
お
け
る
所
有
主
の
関
わ
り
や
有
力
者
の
自
発
的
行
動
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
の
団
体
意
識
は
決
し
て
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒

　

一
方
︑
街
廟
な
ど
の
街
の
公
共
財
産
に
関
す
る
記
載
は
︑
一
九
世
紀
中
期
か
ら
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

︒
廟
に
属
す
る
店
鋪
や
土
地

は
﹁
廟
産
﹂
と
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
る
収
入
は
街
の
公
金
と
し
て
管
理
さ
れ
た
︒
街
の
人
々
に
と
っ
て
︑
街
廟
は
公
共
財
産
で
あ
っ
た
と
と
も

に
︑
集
ま
り
の
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
一
九
世
紀
中
期
に
は
︑
地
保
に
対
す
る
不
満
を
持
ち
︑
廟
で
集
ま
っ
て
街
の
賭
博
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る

発
議
や
）
（（
（

︑
街
の
﹁
公
議
﹂（
皆
の
合
議
）
に
よ
っ
て
皆
が
金
を
出
し
て
強
盗
の
捕
縛
を
奨
励
し
よ
う
と
す
る
発
議
が
見
ら
れ
る
）
（（
（

︒
廟
の
再
建
な

ど
と
異
な
り
︑
こ
れ
ら
は
日
常
的
な
行
動
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
当
時
の
人
々
が
よ
り
頻
繁
に
街
の
こ
と
に
関
与
し
て
︑
合
意

を
得
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
次
章
で
は
︑
一
九
世
紀
中
期
の
団
練
の
事
例
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な

街
に
よ
る
結
合
の
緊
密
化
の
過
程
を
考
察
し
て
い
く
︒

第
三
章　

団
練
か
ら
見
る
街
の
結
合

第
一
節　

街
と
郷
約

　

ア
ヘ
ン
戦
争
の
開
始
か
ら
太
平
天
国
動
乱
の
平
定
ま
で
の
二
十
年
間
︑
広
州
の
社
会
秩
序
は
不
安
定
な
状
態
と
な
り
︑
団
練
が
一
時
的
に
編

成
さ
れ
た
）
（（
（

︒
郷
村
地
域
に
お
け
る
団
練
の
活
発
化
は
一
九
世
紀
初
頭
の
海
賊
動
乱
に
遡
る
の
に
対
し
︑
広
州
城
廂
で
の
団
練
は
城
を
守
り
イ
ギ

リ
ス
人
の
入
城
に
反
対
し
た
事
件
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
︑
貿
易
の
た
め
広
州
に
来
航
す
る
西
洋
人
の
入
城
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
︒
ア
ヘ
ン
戦
争
の
敗
北
後
︑
南
京
条
約
に
よ
っ
て

イ
ギ
リ
ス
人
が
入
城
の
権
利
を
得
た
が
︑
そ
れ
に
反
対
す
る
地
元
の
人
も
多
く
い
た
︒
道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
年
）
年
初
︑
反
入
城
の
た
め
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老
城
に
位
置
す
る
粤
秀
・
越
華
・
羊
城
と
い
う
三
つ
の
書
院
の
紳
士
は
城
・
廂
を
連
合
し
て
大
規
模
な
団
練
を
組
織
し
た
︒
番
禺
・
南
海
両
知

県
の
監
督
の
も
と
︑
老
城
を
は
じ
め
︑
新
城
・
西
関
・
南
関
・
東
関
・
北
郊
を
含
め
︑
河
南
（
珠
江
の
南
岸
）
ま
で
至
る
十
万
人
余
り
の
大
規

模
団
練
が
一
時
的
に
編
成
さ
れ
た
）
（（
（

︒

　

し
か
し
︑
こ
の
大
規
模
な
団
練
は
実
際
に
は
そ
れ
ま
で
長
く
存
在
し
て
い
た
街
と
い
う
単
位
に
依
存
し
て
お
り
︑
範
囲
の
広
い
大
き
な
武
装

組
織
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
小
さ
い
自
衛
団
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
街
の
団
練
に
お
い
て
は
︑﹁
約
﹂
が
そ
の
基
礎
組
織
と

な
っ
た
︒
官
側
は
各
約
に
資
金
を
調
達
す
る
よ
う
命
令
し
）
（（
（

︑
紳
士
は
街
約
に
よ
っ
て
団
練
規
則
を
設
け
た
）
（（
（

︒
更
に
﹁
一
つ
の
街
の
其
々
の
約
及

び
約
に
あ
る
横
路
地
に
お
い
て
︑
民
家
・
鋪
戸
を
問
わ
ず
︑
大
戸
な
ら
壮
丁
三
名
︑
中
戸
な
ら
壮
丁
二
名
︑
小
戸
な
ら
壮
丁
一
名
を
参
加
さ
せ

る
﹂︑﹁
団
練
に
参
加
で
き
る
壮
丁
が
規
定
よ
り
多
い
場
合
︑
彼
の
属
す
る
戸
が
名
簿
を
作
成
し
︑
街
の
郷
約
に
渡
し
︑
戸
に
よ
っ
て
登
録
す

る
﹂
と
い
う
紳
士
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

︒

　

こ
の
﹁
約
﹂
は
郷
約
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
が
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
明
末
に
結
成
し
た
郷
約
は
長
街
の
一
部
あ
る
い
は
中

の
小
さ
い
横
街
を
指
し
た
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
二
百
年
後
の
﹁
約
﹂
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

当
時
広
州
老
城
に
い
た
紳
士
の
梁
廷
枏
が
書
い
た
﹃
夷
氛
聞
記
﹄
に
︑
団
練
を
結
成
し
た
街
約
及
び
統
率
者
の
名
前
と
人
数
が
列
記
さ
れ
て

お
り
︑
そ
れ
は
街
か
ら
の
報
告
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
街
約
ご
と
の
団
練
は
︑
街
の
大
き
さ
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
数
十
人
か
ら
二
千
人
余
り
の
規
模
で
あ
っ
た
︒
統
率
者
の
人
数
は
︑
少
な
い
場
合
に
一
人
︑
多
い
場
合
に
十
二
人
と
な
っ
て

い
る
︒
以
下
の
付
表
二
は
︑﹃
夷
氛
聞
記
﹄
の
記
載
に
基
づ
き
︑
街
約
の
名
前
や
位
置
を
整
理
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
︒

　

更
に
︑
団
練
編
成
の
た
め
︑
街
側
が
紳
士
の
発
議
を
受
け
︑
街
全
体
を
名
義
人
と
し
て
公
開
の
手
紙
﹁
公
啓
﹂
を
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

﹁
公
啓
﹂
が
幾
つ
か
残
っ
て
お
り
︑
そ
の
内
容
を
簡
単
に
整
理
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
︑
付
表
三
に
な
る
︒
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付
表
二
と
付
表
三
を
合
わ
せ
て
見
て
み
る
と
︑
街
約
ご
と
の
団
練
の
あ
り
方
が
わ
か
る
︒
一
つ
の
街
に
は
複
数
の
﹁
約
﹂
が
存
在
す
る
場
合

が
多
く
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
付
表
二
に
﹁
九
曜
坊
﹂・﹁
雙
門
底
上
街
﹂
と
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
付
表
三
に
﹁
九
曜
坊
三
約
﹂・﹁
雙
門
底
上
街

五
約
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
を
考
え
れ
ば
︑
付
表
二
に
街
名
の
み
で
登
録
さ
れ
て
い
る
街
約
の
多
く
は
︑
実
際
に
は
よ
り
小
さ
い
﹁
約
﹂
が
組
織
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
約
﹂
は
地
理
上
に
お
け
る
街
の
一
部
で
あ
っ
た
と
と
も
に
︑
郷
約
の
よ
う
な
一
つ
の
結
合
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹁
公
啓
﹂
の
内
容
を
読
ん
で
み
る
と
︑
付
表
三
の
﹁
九
曜
坊
三
約
﹂
に
﹁
本
約
﹂
と
の
自
称
が
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
三

約
﹂
が
三
つ
の
約
で
は
な
く
︑
一
つ
の
約
の
名
前
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
︑﹁
雙
門
底
上
街
五
約
﹂・﹁
油
欄
七
約
﹂
の
場
合

に
は
︑﹁
本
街
﹂・﹁
各
約
﹂
等
の
言
葉
が
あ
り
︑
そ
れ
は
複
数
の
約
が
連
合
し
て
﹁
公
啓
﹂
を
出
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
南
門
直
街
・

東
橫
街
首
約
が
一
緒
に
﹁
公
啓
﹂
を
出
し
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
︑
異
な
る
約
や
街
が
よ
り
大
き
な
結
合
を
構
成
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
様
々
な

形
の
結
合
が
あ
っ
た
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑﹁
約
﹂
は
最
も
基
礎
的
単
位
で
あ
り
︑
更
に
柔
軟
な
形
で
よ
り
大
き
な
結
合
を
構
成

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
街
約
に
基
づ
い
た
団
練
に
お
い
て
は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
目
的
と
し
て
は
︑
明
確
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
入
城
に
﹁
反
対
す
る
と

い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
単
純
な
治
安
維
持
が
中
心
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
方
法
と
し
て
は
︑
燈
籠
・
武
器
等
が
用
意
さ
れ
︑
公
所
・
廟
の
よ
う
な

街
の
公
共
の
場
所
で
団
練
に
関
す
る
事
項
を
処
理
し
︑
約
の
鋪
戸
が
出
し
た
団
練
の
た
め
の
﹁
公
費
﹂
は
︑
約
ご
と
に
推
挙
さ
れ
る
管
理
人
で

あ
る
﹁
値
事
﹂
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
︑
若
し
く
は
街
に
い
る
裕
福
な
鋪
戸
に
預
け
ら
れ
る
︒
街
に
は
も
と
も
と
街
柵
が
あ
り
︑
柵
夫
・
更
夫
が

置
か
れ
て
い
た
が
︑
壮
丁
の
配
置
に
よ
っ
て
︑
治
安
維
持
の
人
手
が
増
や
さ
れ
て
い
る
︒
更
に
︑﹁
油
欄
小
市
大
新
各
街
﹂
の
例
の
よ
う
に
︑

壮
丁
を
雇
用
し
︑
街
の
各
区
域
の
柵
欄
の
開
閉
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
︒

　

注
意
す
べ
き
は
︑
付
表
三
の
全
て
の
街
約
に
お
い
て
︑
店
・
家
屋
の
所
有
主
が
貸
し
賃
を
寄
付
し
︑
団
練
の
経
費
に
当
て
て
い
る
点
で
あ

る
︒
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
家
屋
の
所
有
主
は
寄
付
金
の
形
で
街
の
公
共
事
業
に
関
与
し
て
い
る
︒
団
練
に
お
い
て
も
︑
店
・
家
屋
の
所

有
主
は
寄
付
金
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
多
く
の
場
合
に
︑
彼
ら
の
出
す
金
額
は
一
か
月
分
の
貸
し
賃
と
い
う
決
ま
り
が
あ
り
︑
こ
れ
は
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付
表
二
　
広
州
城
・
廂
に
お
け
る
団
練
の
街
約

位
置

街
約

老
城

雙
門

底
（

上
街

・
下

街
）・

惠
愛

（
五

約
・

六
約

・
西

七
約

・
首

七
約

・
東

七
約

・
西

七
約

・
八

約
・

東
九

約
・

十
約

）・
育

賢
坊

（
西

首
約

・
東

西
約

・
二

西
約

）・
賢

思
街

・
龍

藏
街

・
馬

鞍
街

（
月

泉
南

首
約

・
二

・
三

約
・

北
約

）・
九

曜
坊

・
西

湖
街

・
早

亨
坊

・
早

亨
坊

東
・

孚
通

街
・

西
牌

楼
六

約
・

魁
巷

・
惠

福
巷

・
厚

玉
巷

・
二

牌
楼

・
東

岳
廟

前
段

・
天

平
街

・
天

平
街

東
約

・
天

平
街

北
約

・
狀

元
橋

・
善

慶
坊

・
黃

黎
巷

・
大

塘
街

（
中

約
・

南
約

）・
長

塘
街

（
北

約
・

南
約

）・
德

政
街

（
南

約
・

 北
約

・
西

約
）

德
政

橋
（

中
約

）・
兵

馬
司

街
・

承
恩

里

新
城

南
門

直
街

・
東

橫
街

（
東

約
・

中
約

）・
西

橫
街

（
上

約
・

下
約

）・
仰

忠
街

・
仰

忠
街

東
約

・
仰

忠
街

南
約

・
高

第
街

（
中

約
・

東
約

・
西

約
）・

小
市

街
（

衆
約

）・
正

市
街

・
一

德
街

 ・
五

仙
門

内
（

西
約

・
東

約
）・

大
新

街
（

十
八

約
）・

元
錫

巷
・

玉
子

巷
・

白
米

巷
・

華
德

里
・

小
新

街
・

濠
畔

街
衆

約
・

賣
麻

街
・

聚
賢

坊
・

木
排

頭
・

三
府

前
・

水
母

湾
・

文
暢

里
・

五
顯

巷
・

太
平

街
・

旧
部

前
・

聚
賢

坊
・

青
雲

直
街

・
安

定
里

・
敦

睦
里

・
眼

鏡
街

・
状

元
坊

・
清

水
濠

南
関

樂
安

街
・

迎
祥

（
東

約
・

西
約

）・
安

瀾
街

・
塩

亭
（

首
約

）・
潮

音
街

・
潮

興
街

・
瓊

花
直

街
・

吉
星

里
・

賢
梓

里
・

靖
海

門
外

東
首

約
・

吉
昌

街
・

會
仙

街
・

龍
慶

街

西
関

石
岡

街
・

源
勝

坊
・

第
四

甫
・

第
五

甫
（

南
約

・
北

約
・

中
約

）・
第

六
甫

・
第

七
甫

・
第

九
甫

・
上

九
甫

・
繡

衣
坊

・
下

九
甫

・
第

十
甫

・
十

一
甫

・
十

二
甫

（
東

約
・

中
約

・
西

約
）・

十
三

甫
・

小
半

甫
・

十
七

甫
・

叢
桂

叢
秀

坊
南

二
約

・
叢

桂
太

和
里

・
叢

桂
大

巷
・

湛
露

巷
・

西
陰

里
・

叢
桂

元
和

新
街

・
和

睦
里

・
濘

溪
約

・
叢

桂
新

街
・

叢
桂

新
街

南
約

・
叢

桂
之

南
・

叢
桂

黃
沙

・
叢

桂
柳

波
・

叢
桂

恩
寧

（
西

約
）・

橋
東

西
約

・
蓬

萊
新

街
・

東
約

・
天

平
街

・
清

平
衆

約
・

朝
聖

門
街

・
長

壽
前

九
街

・
長

壽
里

・
寺

前
街

・
打

銅
街

・
槳

欄
街

・
聯

興
街

衆
約

・
寧

遠
坊

・
福

星
里

・
仁

安
里

・
德

興
里

・
新

勝
街

・
広

埠
五

約
・

同
安

街
・

杉
木

欄
・

新
基

（
七

約
）・

萬
鐘

（
四

約
）・

清
平

中
約

・
靖

遠
街

・
故

衣
街

・
大

寧
街

・
白

糖
街

・
同

文
街

東
関

正
東

（
首

約
）・

東
賢

里
・

得
勝

街
・

越
秀

馬
草

歩
街

・
長

庚
里

・
栄

華
坊

・
元

運
街

・
豬

欄
・

東
皋

街
・

海
旁

街
・

永
安

首
四

約
・

永
安

橫
四

街
・

三
角

市
・

鎮
龍

坊
・

元
運

街
（

中
約

）・
築

溪
衆

約
・

湛
溪

衆
約

・
小

半
約

・
珠

光
里

・
珠

光
里

半
約

・
三

鞏
門

・
龍

王
廟

八
約

・
前

鑑
街

・
海

旁
中

約
・

海
旁

東
街

・
海

旁
東

街
西

約

出
所

）
梁

廷
枏

『
夷

氛
聞

記
』、

一
五

九
～

一
六

五
頁
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付
表

三
　

団
練

編
成

の
方

法

公
啓

の
名

義
街

約
位

置
団

練
編

成
の

方
法

東
橫

西
橫

直
街

南
門

直
街

・
東

橫
街

首
約

新
城

民
家

・
鋪

戸
ご

と
に

壮
丁

二
名

を
団

練
に

参
加

さ
せ

、
竹

の
ヘ

ル
メ

ッ
ト

・
武

器
・

燈
籠

・
腰

に
掛

け
る

鑑
札

を
用

意
し

、
店

や
家

屋
の

所
有

主
が

一
か

月
分

の
貸

し
賃

を
寄

付
し

、
賃

借
人

が
積

極
的

に
寄

付
金

を
出

し
、

そ
の

寄
付

金
を

街
の

裕
福

な
鋪

戸
に

預
け

る
。

承
宣

上
下

直
街

雙
門

底
上

街
五

約
老

城
街

の
人

が
廟

で
集

ま
り

、
店

の
所

有
主

が
一

か
月

分
の

貸
し

賃
を

寄
付

し
、

店
の

賃
借

人
が

ほ
か

に
寄

付
金

を
出

す
と

い
う

合
意

を
得

た
。

竹
の

ヘ
ル

メ
ッ

ト
・

武
器

・
燈

籠
・

腰
に

掛
け

る
鑑

札
・

水
が

め
等

を
用

意
し

、
大

店
な

ら
壮

丁
三

名
、

中
店

な
ら

壮
丁

二
名

、
小

店
な

ら
壮

丁
一

名
を

団
練

に
参

加
さ

せ
る

。

九
曜

坊
眾

紳
九

曜
坊

三
約

老
城

約
の

鋪
戸

の
寄

付
金

で
公

費
を

捻
出

し
、

そ
れ

を
値

事
に

預
け

、
壮

丁
を

設
け

る
。

鋪
戸

ご
と

に
青

色
の

帽
子

・
棍

棒
を

用
意

し
、

何
か

起
こ

っ
た

際
に

、
一

緒
に

行
動

し
て

防
衛

す
る

。
強

盗
が

街
に

入
り

込
ん

だ
場

合
に

は
、

閘
夫

が
柵

欄
を

閉
鎖

し
、

更
夫

が
銅

鑼
を

鳴
ら

し
、

各
戸

が
協

力
し

て
強

盗
を

捕
え

る
。

油
欄

小
市

大
新

各
街

本
街

四
約

・
約

内
の

橫
巷

新
城

民
家

・
鋪

戸
を

問
わ

ず
、

大
戸

な
ら

壮
丁

三
名

、
中

戸
な

ら
壮

丁
二

名
、

小
戸

な
ら

壮
丁

一
名

を
参

加
さ

せ
、

公
所

に
報

告
し

、
一

軒
一

軒
登

録
を

行
う

。
人

数
に

よ
っ

て
、

某
街

某
堂

某
店

と
書

い
て

あ
る

竹
の

ヘ
ル

メ
ッ

ト
・

武
器

・
燈

籠
・

腰
に

掛
け

る
鑑

札
を

用
意

す
る

。
壮

丁
は

店
の

雇
い

人
で

も
外

か
ら

雇
用

し
た

人
で

も
構

わ
ず

、
店

が
自

分
で

手
間

賃
を

負
担

す
る

。
鋪

戸
ご

と
に

積
極

的
に

寄
付

し
た

結
果

、
経

費
は

既
に

十
分

で
あ

り
、

そ
れ

を
街

の
裕

福
な

鋪
戸

に
預

け
る

。
前

・
後

・
左

・
右

の
街

と
互

い
に

助
け

合
う

た
め

、
前

も
っ

て
連

絡
を

取
る

。
各

街
は

壮
丁

を
雇

用
し

、
街

の
各

区
域

の
入

り
口

の
開

閉
に

責
任

を
負

わ
せ

る
。

約
ご

と
に

勤
勉

か
つ

練
達

な
人

を
共

同
で

推
挙

し
、

当
直

さ
せ

る
。

油
欄

七
約

油
欄

七
約

南
関

全
省

の
紳

士
の

手
紙

が
来

て
、

壮
丁

を
設

け
る

よ
う

に
総

督
・

巡
撫

の
命

令
を

伝
達

し
た

。
去

年
の

章
程

の
通

り
、

鋪
戸

ご
と

に
一

か
月

分
の

賃
貸

料
を

寄
付

し
、

店
の

所
有

主
と

賃
借

人
が

そ
れ

ぞ
れ

半
分

を
負

担
し

、
約

ご
と

に
値

事
を

推
挙

し
、

経
費

を
七

約
公

所
に

集
め

る
。

章
程

を
立

て
、

紳
士

に
報

告
す

る
。

出
所

）
F.O

.233/184.1849.N
o.1、

道
光

二
九

年
二

月
初

十
日

；
F.O

.233/184.1849.N
o.2、

道
光

二
九

年
二

月
；

F.O
.233/184.1849.N

o.3、
道

光
二

九
年

二
月

；
F.O

.233/184.1849.N
o.4、

道
光

二
十

九
年

二
月

；
F.O

.233/184.1849.N
o.13、

道
光

二
十

九
年

（
佐

々
木

正
哉

編
『

鴉
片

戦
争

後
の

中
英

抗
争

　
資

料
編

稿
』、

三
一

四
頁

、
三

一
五

頁
、

三
一

六
頁

、
三

二
四

頁
）
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義
務
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
賃
借
人
の
寄
付
は
︑
勧
め
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
金
額
が
明
確
に
決
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
︒
た
だ
し
︑
店
の
所
有
主
と
賃
貸
人
が
そ
れ
ぞ
れ
半
分
を
負
担
す
る
と
い
う
油
欄
七
約
の
例
も
あ
る
︒
分
担
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
︑
店
・

家
屋
の
所
有
主
が
街
約
の
団
練
に
寄
付
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
の
認
識
の
背
景
に
あ
る
の

は
︑
清
代
広
州
に
お
け
る
土
地
賃
貸
・
商
鋪
売
買
の
活
発
化
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
（（
（

︒
同
じ
街
に
異
な
る
身
分
・
業
種
の
住
民
が
混
在
し
︑
人

口
の
流
動
性
も
高
か
っ
た
の
で
︑
公
共
事
業
を
順
調
に
進
め
る
た
め
に
は
︑
流
動
性
の
比
較
的
低
い
所
有
主
に
街
の
業
務
の
責
任
を
負
わ
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
考
え
う
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
使
用
者
で
あ
る
賃
借
人
が
全
く
関
与
し
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
所
有
主
・
賃

借
人
の
共
同
負
担
こ
そ
は
街
の
結
合
に
見
ら
れ
る
興
味
深
い
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

公
啓
の
名
義
は
全
て
街
名
・
約
名
等
と
な
っ
て
い
る
が
︑
組
織
者
が
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
団
練
統
率
者
の
名
前
は
官
側
・

紳
士
に
報
告
の
上
︑
登
録
さ
れ
︑﹃
夷
氛
聞
記
﹄
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
把
握
の
程
度
に
は
格
差
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
同
じ

く
西
関
の
街
で
あ
る
が
︑
二
千
人
余
り
の
規
模
の
長
壽
前
九
街
の
団
練
に
つ
い
て
は
︑
統
率
者
の
名
前
が
一
人
し
か
出
さ
れ
ず
︑
規
模
の
近
い

清
平
衆
約
の
団
練
に
つ
い
て
は
︑
七
人
の
名
前
が
出
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
格
差
は
官
側
及
び
団
練
を
提
唱
し
た
粤
秀
・
越
華
・
羊
城
書

院
の
紳
士
が
そ
れ
ら
の
団
練
と
ど
の
程
度
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節　

値
事
・
紳
士
・
耆
老
・
地
保

─
高
第
街
の
事
例
か
ら

　

紳
士
が
居
住
し
て
い
て
︑
官
側
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
︑
広
州
団
練
の
模
範
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
街
は
︑
高
第
街
で
あ
る
︒
高
第
街
と

は
新
城
に
あ
る
長
い
横
街
で
あ
り
（
場
所
は
付
図
を
参
照
）︑
団
練
は
東
・
中
・
西
と
い
う
三
つ
の
約
に
分
け
て
組
織
さ
れ
た
︒
両
広
總
督
徐

広
縉
の
奏
摺
に
よ
る
と
︑
高
第
街
の
紳
士
で
あ
る
許
祥
光
は
︑
総
督
と
共
に
全
城
の
団
練
を
統
率
し
︑
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
）
（（
（

︒
前

節
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
全
城
の
団
練
は
街
ご
と
の
団
練
か
ら
成
り
︑
街
ご
と
の
団
練
は
さ
ら
に
小
さ
い
約
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
ど
こ

ま
で
統
合
で
き
た
の
か
が
疑
問
に
な
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
許
祥
光
の
役
割
や
模
範
と
し
て
の
位
置
に
よ
り
︑
高
第
街
の
状
況
は
官
側
に
き
ち
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ん
と
把
握
さ
れ
︑
そ
れ
に
関
す
る
史
料
も
残
っ
て
い
る
︒

　

大
規
模
な
団
練
が
結
成
さ
れ
て
後
ま
も
な
く
︑
イ
ギ
リ
ス
人
の
入
城
要
求
は
一
時
的
に
止
ま
っ
た
︒
そ
れ
は
団
練
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
官

側
が
判
断
し
た
た
め
︑
皇
帝
は
団
練
へ
の
貢
献
者
を
推
薦
す
る
よ
う
に
上
諭
を
下
し
た
︒
南
海
県
・
番
禺
県
の
知
県
は
︑
褒
奨
を
与
え
る
た
め

に
︑
最
初
に
提
唱
し
た
人
︑
力
を
尽
く
し
た
人
︑
協
力
し
た
人
等
に
つ
い
て
︑
街
の
紳
士
と
耆
老
が
き
ち
ん
と
調
査
し
報
告
す
る
よ
う
︑
指
示

を
出
し
た
）
（（
（

︒
高
第
街
の
調
査
結
果
に
関
し
て
は
︑﹁
高
第
街
紳
耆
公
挙
呈
﹂
と
﹁
紳
耆
公
結
﹂
が
あ
る
︒

　
﹁
高
第
街
紳
耆
公
挙
呈
﹂
と
﹁
紳
耆
公
結
﹂
は
︑
道
光
二
十
九
年
（
一
八
四
九
年
）
六
月
に
一
緒
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
高
第
街
紳

耆
公
挙
呈
﹂
は
︑
高
第
街
中
約
の
紳
士
許
輝
祖
・
陳
俊
英
︑
耆
老
の
文
英
・
黃
廷
猷
；
東
約
の
許
應
麟
・
馮
春
元
・
関
鵬
・
劉
仁
奈
；
西
約
の

梁
熙
・
陳
維
青
・
譚
顯
明
・
呉
仕
昌
に
よ
る
報
告
で
あ
り
︑
団
練
に
力
を
尽
く
し
た
高
第
街
の
中
・
東
・
西
約
の
人
に
関
す
る
情
報
を
官
に
提

出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
高
第
街
の
団
練
は
広
州
城
・
廂
の
街
の
中
で
最
も
早
く
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
中
約
は
壮
丁

一
千
名
︑
東
約
は
壮
丁
五
百
名
︑
西
約
は
壮
丁
四
百
八
十
四
名
︑
合
計
壮
丁
一
千
九
百
八
十
四
名
を
組
織
し
た
と
い
う
︒
そ
れ
は
﹃
夷
氛
聞

記
﹄
の
記
載
と
一
致
し
て
い
る
︒
中
約
の
雷
鎮
玉
・
胡
広
琦
・
呉
国
鋭
・
梁
應
時
；
東
約
の
梁
讚
功
・
陳
肇
芳
；
西
約
の
陳
習
龍
・
胡
敬
之
は

各
約
の
団
練
に
最
も
力
を
尽
く
し
た
人
で
あ
り
︑
彼
ら
の
年
齢
や
本
籍
地
︑
曾
祖
父
か
ら
父
ま
で
の
三
つ
の
世
代
の
情
報
︑
本
人
の
履
歴
に
つ

い
て
も
︑
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
こ
の
八
人
は
二
十
代
か
ら
七
十
代
の
人
で
︑
本
籍
地
が
殆
ど
広
東
省
内
の
ほ
か
の
地

域
で
あ
り
︑
軍
功
の
あ
る
人
は
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
団
練
へ
の
貢
献
者
は
広
州
に
い
る
一
般
の
都
市
住
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
）
（（
（

︒

　

報
告
内
容
の
真
実
性
を
証
明
す
る
た
め
に
︑
街
の
紳
士
と
耆
老
は
更
に
﹁
紳
耆
公
結
﹂
と
い
う
保
証
書
を
添
付
し
て
提
出
し
た
︒
高
第
街
中

約
の
﹁
紳
耆
公
結
﹂
は
︑
中
約
の
紳
士
許
應
麟
・
許
輝
祖
︑
耆
老
の
関
鵬
・
文
英
︑
地
保
の
閲
茂
安
に
よ
る
共
同
保
証
で
あ
り
︑
保
証
内
容

は
︑
値
事
の
雷
鎮
玉
・
胡
広
琦
・
呉
国
鋭
・
梁
應
時
が
街
の
団
練
に
最
も
力
を
尽
く
し
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
共
同
保
証
の
署
名

者
と
し
て
は
︑
中
約
の
紳
士
・
耆
老
・
地
保
の
ほ
か
︑
東
約
の
紳
士
梁
熙
・
陳
俊
英
︑
耆
老
の
譚
顯
明
・
黃
廷
猷
︑
地
保
の
周
昌
と
︑
西
約
の
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紳
士
馮
春
元
・
陳
維
青
︑
耆
老
劉
仁
・
呉
仕
昌
︑
地
保
の
楊
清
が
い
た
）
（（
（

︒

　
﹁
高
第
街
紳
耆
公
挙
呈
﹂
と
﹁
紳
耆
公
結
﹂
を
比
較
し
て
み
る
と
︑
両
者
間
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
高
第
街
紳
耆
公
挙
呈
﹂
に
よ

る
と
︑
許
應
麟
・
関
鵬
は
東
約
の
人
で
あ
っ
た
が
︑﹁
紳
耆
公
結
﹂
に
は
︑
彼
ら
が
中
約
の
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
所
属
の

異
な
る
例
は
他
に
も
幾
つ
か
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
︑
保
証
人
が
ど
の
約
の
人
で
あ
る
か
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
く
︑
重
要
な
の
は
保
証

の
内
容
と
保
証
人
の
持
つ
紳
士
・
耆
老
と
い
う
身
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
高
第
街
の
例
に
お
い
て
は
︑
中
・
東
・
西
約

に
は
そ
れ
ぞ
れ
専
任
の
地
保
が
い
て
︑
保
証
書
に
も
彼
ら
の
花
押
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
信
憑
性
を
確
保
す
る
た
め
に
︑﹁
紳
耆
公
結
﹂

を
作
成
し
た
時
︑
行
政
の
末
端
で
あ
る
地
保
が
そ
の
場
に
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

前
述
し
た
よ
う
に
︑
街
の
事
業
に
熱
心
な
人
々
は
団
練
結
成
以
前
に
既
に
存
在
し
て
お
り
︑
店
・
家
屋
の
所
有
主
の
役
割
に
つ
い
て
は
慣
例

が
あ
り
︑
廟
の
よ
う
な
団
練
事
項
を
検
討
す
る
街
の
公
共
の
場
所
も
突
然
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
官
側
・
紳
士
か
ら
働
き
か
け
ら

れ
る
前
に
自
衛
組
織
が
既
に
結
成
さ
れ
て
い
た
付
表
三
の
油
欄
七
約
の
例
や
︑
西
洋
人
の
記
録
に
よ
る
街
の
祭
祀
活
動
等
を
含
め
て
考
え
れ

ば
︑
約
に
基
づ
い
た
街
の
団
練
は
︑
動
乱
に
応
じ
て
現
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
長
く
存
在
し
て
い
た
緩
い
街
の
結
合
を
基
盤
と
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
団
練
結
成
の
前
に
お
け
る
官
側
・
紳
士
の
働
き
か
け
と
︑
終
了
後
の
街
の
紳
士
・
耆
老
・
地
保
の
保
証
や

官
側
か
ら
の
表
彰
に
よ
り
︑
こ
の
よ
う
な
緩
い
結
合
は
動
乱
期
に
お
い
て
︑
よ
り
緊
密
化
し
て
い
っ
た
と
と
も
に
︑
進
展
し
つ
つ
あ
る
社
会
統

合
の
一
部
と
も
な
っ
て
い
っ
た
︒
街
の
自
衛
行
動
が
官
側
に
認
識
さ
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
事
例
は
︑
反
入
城
運
動
が
成
功
し
た
後
の
一
九
世
紀

の
後
半
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
賀
躍
夫
・
邱
捷
等
の
先
行
研
究
で
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
清
末
広
州
に
お
け
る
﹁
街
坊
﹂
組
織
の

活
動
は
︑
一
九
世
紀
中
期
の
団
練
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
︑
街
空
間
の
形
成
と
そ
の
領
域
や
公
共
事
業
︑
更
に
動
乱
期
に
お
け
る
街
団
練
の
編
成
に
よ
り
︑
清
代
広
州
の
街
の
在
り
方
に
つ
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い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
︒
街
に
お
い
て
は
様
々
な
関
係
が
絡
み
合
っ
て
お
り
︑
街
は
開
放
性
を
有
す
る
場
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︒
街
の
両

端
に
夜
間
閉
鎖
の
街
柵
が
建
て
ら
れ
︑
街
と
街
と
の
境
界
線
が
作
ら
れ
て
い
た
一
方
で
︑
そ
も
そ
も
通
り
と
し
て
の
街
は
︑
決
し
て
閉
鎖
的
な

空
間
で
は
な
か
っ
た
︒
本
稿
の
検
討
に
よ
り
︑
こ
の
よ
う
な
街
の
開
放
性
は
︑
主
に
官
側
と
民
間
と
の
関
係
︑
街
領
域
の
可
変
性
︑
街
に
よ
る

結
合
の
柔
軟
性
と
い
う
三
つ
の
方
面
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

ま
ず
は
官
側
と
民
間
と
の
関
係
で
あ
る
︒
省
城
で
あ
る
清
代
の
広
州
に
お
い
て
は
︑
街
ご
と
に
柵
夫
が
置
か
れ
︑
専
任
の
地
保
が
設
け
ら
れ

た
︒
こ
の
よ
う
な
街
の
持
つ
社
会
上
・
制
度
上
に
お
け
る
基
礎
単
位
と
し
て
の
地
位
は
︑
社
会
秩
序
の
変
動
及
び
そ
れ
に
よ
る
王
朝
側
の
対
応

の
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
︑
完
全
に
街
の
自
発
的
行
動
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
ず
︑
ま
た
完
全
に
行
政
側
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
も
な
か
っ

た
︒
そ
し
て
︑
街
の
土
地
廟
に
関
す
る
二
つ
の
伝
説
に
お
い
て
も
地
方
官
が
登
場
し
て
お
り
︑
人
々
の
持
つ
土
地
信
仰
と
現
世
の
統
治
秩
序
と

の
密
接
な
関
係
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
社
会
不
安
の
増
大
し
た
一
九
世
紀
中
期
に
お
い
て
︑
官
側
は
街
ご
と
の
団
練
結
成
を
勧
め
︑
団
練
結
成
の

後
に
は
街
の
紳
士
・
耆
老
・
地
保
に
保
証
書
を
提
出
さ
せ
︑
表
彰
を
行
っ
た
︒
以
上
か
ら
見
れ
ば
︑
街
は
一
定
程
度
の
自
立
性
を
持
ち
な
が

ら
︑
様
々
な
形
で
官
側
と
関
係
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

　

次
は
街
領
域
の
可
変
性
で
あ
る
︒
街
の
領
域
は
街
柵
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
︑
場
合
に
よ
っ
て
垂
直
に
交
わ
る
小
さ
い
路
地
を
含
ん
で
い
た
︒

そ
の
ほ
か
︑
街
ご
と
の
土
地
廟
も
街
の
範
囲
を
決
め
る
役
割
を
持
っ
て
お
り
︑
人
々
の
持
つ
街
領
域
の
共
有
感
覚
を
生
み
出
し
た
︒
一
方
で
︑

土
地
廟
の
増
加
に
よ
っ
て
街
が
分
け
ら
れ
た
と
い
う
孖
土
地
の
伝
説
は
︑
街
の
境
目
の
可
変
性
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
官
が
孖
土
地
に
雨
を

願
い
︑
孖
土
地
が
そ
の
願
い
を
叶
え
た
と
い
う
話
か
ら
見
れ
ば
︑
信
仰
上
に
お
け
る
街
と
街
と
の
境
界
線
は
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
は
な

く
︑
街
の
領
域
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

最
後
は
街
に
よ
る
結
合
の
柔
軟
性
で
あ
る
︒
街
の
祭
祀
活
動
や
廟
の
再
建
な
ど
の
公
共
事
業
に
お
い
て
︑
街
の
人
々
は
柔
軟
な
形
で
関
与

し
︑
緩
い
団
体
意
識
を
生
じ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
活
動
は
日
常
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
固
定
的
組
織
の
形
成
を
導
か
な
か
っ
た
︒
一
九
世
紀
中
期

に
お
け
る
団
練
の
編
成
を
通
じ
︑
街
結
合
は
街
約
に
基
づ
き
緊
密
化
し
て
い
っ
た
︒
公
所
・
廟
の
よ
う
な
街
の
公
共
の
場
所
で
街
の
人
々
が
団
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練
に
関
す
る
事
項
を
処
理
し
︑
団
練
の
た
め
の
﹁
公
費
﹂
は
︑
約
ご
と
に
推
挙
さ
れ
る
管
理
人
で
あ
る
﹁
値
事
﹂
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
︑
若
し

く
は
街
に
い
る
裕
福
な
鋪
戸
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
緊
密
化
の
過
程
に
お
い
て
︑
結
合
の
形
は
様
々
で
あ
り
︑
街
内
が
一
つ
の

約
と
し
て
結
合
す
る
場
合
︑
複
数
の
約
が
結
合
を
構
成
す
る
場
合
︑
約
と
街
が
大
き
な
結
合
を
構
成
す
る
場
合
な
ど
が
あ
っ
た
︒
こ
の
異
な
る

結
合
の
在
り
方
か
ら
︑
街
に
よ
る
結
合
の
柔
軟
性
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
団
練
の
経
費
に
関
し
て
は
街
の
事
業
と
同
様
に
︑
所
有
主
・
賃
借
人
の

共
同
負
担
が
殆
ど
で
あ
っ
た
︒
街
の
土
地
の
所
有
者
と
街
の
土
地
の
居
住
者
が
共
に
街
の
こ
と
に
関
与
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
は
︑

街
の
開
放
性
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
︒

　

街
は
非
常
に
緩
い
結
合
で
あ
っ
た
が
︑
広
州
の
都
市
社
会
を
構
成
し
た
重
要
な
基
礎
単
位
で
も
あ
っ
た
︒
清
代
の
広
州
に
お
い
て
︑
民
間
の

公
共
的
活
動
を
行
う
大
き
な
集
団
が
江
南
の
都
市
や
商
業
市
鎮
ほ
ど
活
発
に
活
動
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
小
さ
い
単
位
で
の
街
結
合
の
存

在
や
そ
の
活
動
と
表
裏
を
な
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
一
方
で
︑
街
結
合
の
開
放
性
は
︑
人
口
の
流
動
や
土
地
賃
貸
・
売
買
の
活
発
化
と
関

わ
っ
て
お
り
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
都
市
社
会
に
お
け
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
︑
人
と
土
地
と
の
つ
な
が
り
の
緩
さ
で
あ
る
と
言
え

よ
う
︒

　

本
稿
で
は
︑
主
に
清
代
広
州
の
街
の
在
り
方
及
び
人
々
の
つ
な
が
り
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
︒
し
か
し
︑
地
保
の
役
割
や
官
側
の
管
轄
と

い
う
上
か
ら
の
視
点
も
︑
清
代
広
州
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
都
市
管
理
に
お
け
る
様
々
な
文
官
の
役
割
及
び
地
保

の
位
置
等
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
に
し
た
い
︒
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︑
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︑
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om
m

unity in a C
hinese C

ity, 
1796-1895, p.82.

（
10
） 

﹁
自
治
﹂
を
め
ぐ
る
研
究
者
の
問
題
関
心
の
所
在
に
つ
い
て

は
︑
岸
本
美
緒
が
一
九
世
紀
初
頭
の
梁
啓
超
か
ら
一
九
九
〇
年
前
後

の
欧
米
の
中
国
﹁
市
民
社
会
﹂
論
ま
で
論
評
を
行
っ
た
︒（
岸
本
美

緒
﹁﹁
市
民
社
会
﹂
論
と
中
国
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
五
二
七
号
︑
一
九
九

四
年
）︒

（
11
） 

賀
躍
夫
﹁
近
代
広
州
街
坊
組
織
的
演
変
﹂﹃
二
十
一
世
紀
﹄
第

三
五
号
︑
一
九
九
六
年
︑
同
﹁
晩
清
広
州
的
社
団
組
織
及
其
近
代
変

遷
﹂﹃
近
代
史
研
究
﹄︑
一
九
九
八
年
第
二
期
︑
邱
捷
﹁
清
末
広
州
居

民
的
集
廟
議
事
﹂﹃
近
代
史
研
究
﹄
二
〇
〇
三
年
第
五
期
︒
ま
た
︑

﹁
市
政
﹂
の
整
備
が
進
ん
だ
民
国
期
に
お
い
て
︑
そ
れ
以
前
の
状
況

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
広
州
市
為
広
東
省
省
会
︑

向
無
専
管
市
政
机
関
︒
凡
関
於
公
共
安
寧
及
修
築
街
渠
一
切
工
程
︑

均
由
各
街
約
自
辦
︑
政
府
未
嘗
加
以
扶
助
︑
已
従
未
加
以
干
渉
︒
清

季
挙
辦
新
政
︑
設
巡
警
道
︑
此
為
政
府
顧
及
市
民
公
安
之
始
︒﹂（
黃

炎
培
編
﹃
一
歳
之
広
州
市
﹄
商
務
印
書
館
︑
一
九
二
二
年
︑
一
○

頁
）︒

（
12
） 

伊
藤
嘉
高
・
高
橋
強
﹁
マ
カ
オ
地
域
と
﹁
場
所
﹂
の
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
性
│
地
域
住
民
組
織
﹁
街
坊
会
﹂
の
発
展
史
﹂﹃
ヘ
ス

テ
ィ
ア
と
ク
リ
オ
﹄︑
二
〇
〇
六
年
第
三
期
︑Jam

es H
ayes, H

ong 
K

ong Region, 1850-1911: Institutions and Leadership in Tow
n 

and C
ountryside, Folkestone:  D

aw
son Publishing, 1977.

（
13
） 

﹃
明
経
世
文
編
﹄
巻
三
四
二
︑
呉
廷
芳
﹁
議
筑
広
東
省
会
新
城

疏
﹂︒

（
14
） 

曾
昭
璿
﹃
広
州
歴
史
地
理
﹄
広
東
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
一

年
︑
三
六
〇
頁
︑
三
八
三
頁
︒

（
15
） 

﹁
舗
区
﹂
と
は
幾
つ
か
の
街
か
ら
な
る
区
域
で
あ
り
︑
併
せ
て

二
十
四
舗
区
が
あ
り
︑
明
清
時
代
に
お
け
る
仏
山
鎮
の
公
共
事
業
や

祭
祀
活
動
の
基
礎
単
位
と
な
っ
て
い
た
︒
仏
山
の
住
民
は
﹁
二
十
四

舗
士
民
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
羅
一
星
﹃
明
清
仏
山
経
済

発
展
与
社
会
変
遷
﹄
広
東
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
七
七
～
七

八
頁
︒

（
16
） 

ガ
ス
パ
ー
ル
・
ダ
・
ク
ル
ス
著
︑
日
埜
博
司
訳
﹃
十
六
世
紀
華

南
事
物
誌
﹄
明
石
書
店
︑
一
九
八
七
年
︑
一
一
四
頁
︒

（
17
） 

第
一
書
簡
﹁
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ド
・
ブ
レ
マ
ー
ル
師
が
国

王
の
聴
罪
司
祭
で
あ
る
同
会
の
ド
・
ラ
・
シ
ュ
ー
ズ
師
に
あ
て
た
書

簡
﹂
一
六
九
九
年
二
月
十
七
日
広
東
に
お
い
て
︒
矢
沢
利
彦
編
訳

﹃
イ
エ
ズ
ス
会
士
中
国
書
簡
集　

五　

紀
行
編
﹄（Letters Édifiantes 

et C
urieuses Écrites des M

issions Étrangères, M
em

oires de la 
C

hine

）
平
凡
社
︑
一
九
七
四
︑
二
一
頁
︒

（
18
） Elijah C

olem
an B

ridgm
an, “D

escription of the C
ity of 

C
anton”, C

hinese Repository Vol.2, N
o.5, Septem

ber 1833, p. 
211; John H

enry G
ray, W

alks in the C
ity of C

anton, H
ongK

ong: 
D

e Souza &
 C

o., 1875, p.31.

（
19
） 
黎
遂
球
﹃
蓮
鬚
閣
集
﹄
巻
十
三
︑﹁
畣
汪
父
母
論
平
糶
賑
済

書
﹂︒
ま
た
︑
堀
地
明
﹁
明
末
城
市
の
搶
米
と
平
糶
改
革
－
広
州
を
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中
心
と
し
て
﹂﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
五
七
巻
第
五
号
︑
一
九
九
二

年
︑
井
上
徹
﹁
明
末
の
都
市
広
州
と
搶
米
暴
動
﹂﹃
大
阪
市
立
大
学

東
洋
史
論
叢
﹄
第
一
七
号
︑
二
〇
一
〇
年
を
参
照
︒

（
20
） 

李
士
禎
﹃
撫
粤
政
略
﹄
巻
四
︑﹁
飭
禁
夜
行
﹂︑
康
熙
二
十
二
年

二
月
︒

（
21
） ｢

為
此
仰
各
街
地
保
甲
長
商
民
人
等
知
悉
︑
各
地
保
即
将
経
営

街
道
仍
以
十
家
為
一
甲
︑
其
有
畸
零
戸
不
及
数
︑
五
六
家
以
上
︑
另

為
編
次
︑
三
四
家
者
︑
即
附
于
十
家
之
末
︒﹂（
逯
英
﹃
誠
求
録
﹄︑

﹁
為
循
例
査
編
保
甲
以
靖
地
方
事
﹂︑
乾
隆
十
一
年
序
刊
本
︑
東
洋
文

庫
所
蔵
）︒

（
22
） 

李
士
禎
﹃
撫
粤
政
略
﹄
巻
四
︑﹁
設
約
宣
講
﹂︑
康
熙
二
十
四
年

十
一
月
︒

（
23
） 

清
代
の
郷
約
も
地
保
と
同
様
に
︑
行
政
末
端
組
織
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
佐
伯
富
﹁
清
代
の
郷
約
・
地
保

に
つ
い
て
︱
清
代
地
方
行
政
の
一
齣
﹂﹃
東
方
学
﹄
第
二
八
輯
︑
一

九
六
四
年
︑
山
本
進
﹁
清
代
四
川
の
地
方
行
政
﹂﹃
名
古
屋
大
学
東

洋
史
研
究
報
告
﹄
第
二
○
号
︑
一
九
九
六
年
を
参
照
︒

（
24
） 

中
国
の
街
区
と
日
本
の
町
と
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
た
研
究

が
あ
る
︒G

ilbert R
ozm

an, U
rban N

etw
orks in C

h’ing C
hina and 

Tokugaw
a Japan, Princeton: Princeton U

niversity Press, 1974, 
p.96.

（
25
） 

こ
の
統
計
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
︑
以
下
の
四
点
で
あ
る
︒

一
︑
南
海
県
の
街
数
は
道
光
﹃
南
海
県
志
﹄
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
さ

れ
︑
番
禺
県
の
街
数
は
康
熙
﹃
番
禺
県
志
﹄
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
︑
清
後
期
に
お
け
る
実
際
の
街
数
は
そ
れ
よ
り
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
二
︑
南
海
県
﹁
南
関
﹂
部
の
街
数
は
記
録
さ

れ
て
い
な
い
︒
三
︑
半
分
南
海
県
・
半
分
番
禺
県
に
属
す
る
街
は
二

つ
の
街
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
四
︑
横
丁
・
巷
の
数
は
含
ま
れ

て
い
な
い
︒

（
26
） 

E lijah C
olem

an B
ridgm

an, “D
escription of the C

ity of 
C

anton”, C
hinese Repository, vol.2, no.4, A

ugust 1833, pp.158-
159.

（
27
） John H

enry G
ray, W

alks in the city of C
anton, D

e Souza &
 

C
o., 1875, p.19. 

繁
華
街
の
ほ
か
︑
定
期
市
も
西
関
で
も
城
内
で
も

多
く
開
か
れ
て
い
た
（
光
緒
﹃
広
州
府
志
﹄
巻
六
九
︑
建
置
略
六
︑

墟
市
）︒

（
28
） 

梁
廷
柟
﹃
夷
氛
聞
記
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
七
年
︑
一
五
九

頁
︑
林
仁
﹁
清
末
広
東
州
県
官
署
的
﹁
幕
客
﹂
及
房
科
︑
差
役
︑
官

僕
的
概
况
﹂︑﹃
広
州
文
史
資
料
存
稿
選
編
﹄
第
五
輯
︑
中
国
文
史
出

版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
29
） 

羅
一
星
﹃
明
清
仏
山
経
済
発
展
与
社
会
変
遷
﹄
広
東
人
民
出
版

社
︑
一
九
九
四
年
︑
二
四
三
～
二
四
四
頁
︒

（
30
） 

例
え
ば
︑
清
代
中
国
の
﹁
四
大
鎮
﹂
の
一
つ
と
称
せ
ら
れ
た
仏

山
鎮
に
お
い
て
は
︑
同
業
者
が
広
州
よ
り
集
中
し
て
居
住
し
て
い

た
︒
羅
一
星
﹃
明
清
仏
山
経
済
発
展
与
社
会
変
遷
﹄︑
広
東
人
民
出

版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
二
四
三
～
二
四
五
頁
を
参
照
︒

（
31
） 
明
後
期
か
ら
︑
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
は
発
展
し
つ
つ
あ
り
︑
そ

の
一
部
は
更
に
省
城
広
州
に
拠
点
を
置
き
︑
様
々
な
事
業
に
関
与
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し
︑
政
治
的
な
面
に
お
い
て
影
響
力
を
有
し
て
い
た
︒
そ
れ
ら
の
大

族
に
は
︑
高
級
官
僚
の
経
験
を
持
ち
︑
書
院
建
設
や
宗
族
儀
礼
の
規

範
化
な
ど
に
力
を
入
れ
た
士
大
夫
が
多
く
い
た
︒（
明
末
珠
江
デ
ル

タ
の
宗
族
及
び
そ
れ
と
省
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
井
上
徹
﹁
明

末
広
州
の
宗
族
│
顔
俊
彦
﹃
盟
水
斎
存
牘
﹄
に
見
る
実
像
│
﹂﹃
東

ア
ジ
ア
近
世
都
市
に
お
け
る
社
会
的
結
合
│
諸
身
分
・
諸
階
層
の
存

在
形
態
﹄︑
清
文
堂
︑
二
〇
〇
五
年
︑
同
﹁
明
末
珠
江
デ
ル
タ
の
郷

紳
と
宗
族
﹂﹃
明
清
史
研
究
﹄
第
四
輯
︑
二
〇
〇
八
年
を
参
照
）︒
既

に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
宗
族

の
成
長
は
宗
族
の
﹁
士
紳
化
﹂
過
程
と
同
時
に
進
行
し
た
も
の
で
あ

る
︒（
劉
志
偉
﹃
在
国
家
与
社
会
之
間
：
明
清
広
東
里
甲
賦
役
制
度

研
究
﹄︑
中
山
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑D

avid Faure, 
Em

peror and A
ncestor: State and Lineage in South C

hina, 
Stanford: Stanford U

niversity Press, 2007

等
）
清
代
に
入
る
と
︑

宗
族
が
増
え
つ
つ
あ
り
︑
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
普
遍
的
な
存
在
と

な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
明
後
期
の
よ
う
に
省
城
の
事
業
に

影
響
力
の
持
つ
宗
族
は
減
っ
て
い
っ
た
︒（D

avid Faure, Em
peror 

and Ancestor: State and Lineage in South C
hina, p.177

）
霍
氏
・

方
氏
な
ど
の
明
後
期
の
大
宗
族
の
子
孫
の
一
部
は
広
州
城
・
廂
に

残
っ
て
い
た
が
（
井
上
徹
﹁
明
末
珠
江
デ
ル
タ
の
郷
紳
と
宗
族
﹂
を

参
照
）︑
宗
族
と
し
て
は
︑
デ
ル
タ
を
中
心
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
︒
明
代
著
名
な
学
者
黄
佐
の
子
孫
は
︑
省
城
に
居
住
し

続
け
た
が
︑
黄
培
芳
（
一
七
七
八
～
一
八
五
九
）
以
前
の
世
代
に
お

い
て
︑
省
城
の
事
業
で
活
躍
し
た
人
は
ほ
ぼ
い
な
か
っ
た
︒（﹃
黄
氏

家
乗
﹄
巻
一
︑
誥
敕
︑
巻
三
︑
小
伝
︑
道
光
二
十
七
年
︒
ま
た
︑
本

稿
の
第
二
章
に
は
黄
培
芳
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
い
る
）︒

広
州
城
・
廂
に
発
達
し
た
宗
族
が
少
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
︑

宗
族
を
単
位
と
し
て
徴
税
を
行
っ
た
結
果
︑
城
に
移
住
す
る
地
主
が

ほ
か
の
地
域
よ
り
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒（
そ
の
点
に
つ
い
て

は
︑Sucheta M

azum
dar, Sugar and Society in C

hina: Peasants, 
Technology, and the W

orld M
arket, C

am
bridge, M

ass. :H
arvard 

U
niversity Press, p.243

を
参
照
）︒
多
く
の
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族

に
と
っ
て
︑
省
城
と
の
つ
な
が
り
は
︑
省
城
に
居
住
し
直
接
に
省
城

の
事
業
に
関
与
す
る
こ
と
よ
り
︑
む
し
ろ
合
族
祠
を
通
じ
て
維
持
さ

れ
た
︒
合
族
祠
と
は
︑
珠
江
デ
ル
タ
の
同
姓
諸
宗
族
が
出
資
し
合
っ

て
建
設
し
た
当
該
姓
の
共
通
祖
先
を
祭
祀
す
る
施
設
で
あ
り
︑
科
挙

応
試
・
訴
訟
の
際
に
遠
方
に
す
む
同
姓
者
に
提
供
す
る
省
城
の
宿
泊

所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒（
清
代
広
州
の
合
族
祠
に
つ
い
て
は
︑

黄
海
妍
﹃
在
城
市
与
郷
村
之
間
：
清
代
以
来
広
州
合
族
祠
研
究
﹄
三

聯
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
に
詳
し
い
）︒
つ
ま
り
︑
宗
族
の
あ
り
方
や

活
動
様
式
の
変
化
に
関
連
し
︑
広
州
に
定
住
し
て
活
躍
す
る
士
紳
の

数
は
︑
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
︒
そ
の
状
況
は
︑
一
九
世
紀
初
期

よ
り
ま
た
少
し
ず
つ
か
わ
り
︑
城
居
士
紳
の
増
加
・
行
商
と
知
識
人

と
の
交
際
の
活
発
化
・
知
識
人
グ
ル
ー
プ
の
形
成
な
ど
の
変
化
が
見

ら
れ
る
︒（
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑Steven B

. M
iles, The Sea of 

Learning: M
obility and Identity in N

ineteenth-C
entury 

G
uangzhou, C

am
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity Press, 2006

に
詳
し
い
）︒
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（
32
） 

清
末
以
前
︑
広
州
の
慈
善
事
業
は
官
が
主
と
し
て
行
っ
て
お

り
︑
士
紳
・
商
人
が
関
与
す
る
場
合
も
︑
官
が
監
督
・
資
金
提
供
な

ど
主
要
な
役
割
を
担
う
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒﹁
九

大
善
堂
﹂
と
い
う
影
響
力
の
大
き
い
善
堂
の
成
立
は
太
平
天
国
以
降

の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
清
代
広
州
の
慈
善
事
業
に
つ
い
て
は
︑
侯
彦
伯

﹃
清
代
広
州
慈
善
事
業
之
発
展
演
変
﹄
台
湾
中
正
大
学
歴
史
研
究
所

修
士
論
文
︑
二
〇
〇
九
年
を
参
照
︒

（
33
） 

ロ
ウ
に
よ
る
と
︑
漢
口
の
街
も
同
じ
性
格
を
持
っ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
﹁
混
合
型
﹂
街
区
は
典
型
的
な
中
国
都
市
の
街
の
形
で
あ

る
︒（W

illiam
 R

ow
e, H

ankow
: C

onflict and C
om

m
unity in a 

C
hinese C

ity, 1796-1895, p.81

）

（
34
） 

逯
英
﹃
誠
求
録
﹄︑﹁
為
循
例
査
編
保
甲
以
靖
地
方
事
﹂
に
は
︑

﹁
省
城
の
家
屋
・
店
鋪
の
半
ば
は
賃
貸
さ
れ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

（
35
） John C

. K
err, A G

uide to the C
ity and Suburbs of C

anton, 
Shanghai: K

elly &
 W

alsh Ltd., 1889, p.10.

（
36
） 

乾
隆
﹃
番
禺
県
志
﹄
巻
一
七
︑
風
俗
︒

（
37
） John C

. K
err, A G

uide to the C
ity and Suburbs of C

anton, 
p.10.

（
38
） 

屈
大
均
﹃
広
東
新
語
﹄
巻
一
七
︑
宮
語
︑
六
楼
︒

（
39
） 

﹁
省
城
双
門
底
石
牌
楼
左
書
坊
前
有
矮
檐
土
地
小
廟
︑
香
火
最

盛
︒
已
而
又
有
一
土
地
新
至
︑
与
旧
土
地
争
廟
食
︑
紛
競
不
已
︒
一

日
藩
司
巡
視
︑
経
過
此
処
︑
目
撃
白
髯
二
翁
︑
攔
跪
轎
前
︑
訟
其
曲

直
︒
一
曰
︑
吾
原
此
処
土
地
︑
享
民
香
煙
者
︑
数
百
載
於
斯
矣
︒
他

不
知
何
処
妖
鬼
︑
来
争
吾
位
︑
実
所
不
甘
︑
故
稟
白
於
台
前
︑
祈
申

公
道
︒
藩
司
曰
︑
両
尊
相
競
︑
勢
無
休
息
︒
況
凡
省
会
商
民
繁
茂
︑

本
街
為
最
︑
吾
判
令
両
尊
南
北
相
向
︑
各
安
其
位
如
何
︒
二
翁
遵

判
︑
叩
謝
而
去
︒
旁
人
絶
不
睹
聞
︑
藩
司
甚
奇
之
︒
因
下
与
往
勘
其

地
︑
止
見
一
南
向
者
︑
遂
嘱
街
坊
︑
另
建
北
向
小
廟
︑
塑
土
地
神
像

焉
︒
併
言
其
故
︑
人
皆
駭
愕
︒
故
今
二
廟
南
北
相
背
各
向
︑
香
火
併

盛
︒﹂（
欧
蘇
﹃
靄
楼
逸
志
﹄
巻
六
）︒

（
40
） 

﹁
乾
隆
戊
子
歳
︑
大
方
伯
欧
陽
公
永
琦
新
莅
広
東
布
政
司
任
︑

行
香
経
拱
北
楼
双
門
底
下
︑
見
白
髪
二
老
人
在
街
中
掃
地
相
打
︑
遣

人
問
之
︒
曰
：﹁
争
分
地
界
耳
︒﹂
倏
忽
不
見
︒
知
是
土
地
神
︑
伝
街

中
上
下
衆
鋪
戸
諭
曰
：﹁
即
於
相
争
処
立
土
地
廟
二
小
間
︑
一
朝

上
︑
一
朝
下
︑
背
則
相
連
︑
以
此
為
界
︒﹂
遂
諏
吉
如
式
立
廟
︑
不

日
成
之
︑
人
呼
曰
﹁
孖
土
地
﹂︑
香
火
日
盛
︒﹂（
劉
世
馨
﹃
粤
屑
﹄

巻
六
）︒

（
41
） 

﹁
会
城
双
門
底
孖
土
地
廟
︑
其
始
実
一
廟
耳
︒
乾
隆
間
︑
里
人

淘
井
得
一
土
地
像
︑
併
祀
廟
中
︒
時
方
伯
石
公
屡
夢
二
老
人
争
座

位
︑
求
公
判
断
︒
異
之
︒
過
双
門
底
下
︑
見
神
像
与
夢
所
見
相
若
︑

驚
問
居
人
︑
得
其
故
︒
令
再
構
一
廟
於
旧
廟
之
後
︑
分
祀
之
︑
今
南

向
者
是
也
︒
由
此
聳
動
︑
拝
謁
日
盛
︒
後
南
海
令
以
男
女
相
混
︑
責

里
人
尽
収
其
籤
筊
︑
乃
已
︒
嘉
慶
壬
戌
︑
歳
旱
︑
吉
制
軍
慶
遣
官
祭

之
︑
遂
雨
︒
粤
以
物
相
連
曰
﹁
孖
﹂︑
故
曰
﹁
孖
土
地
﹂
云
︒﹂（
黄

芝
﹃
粤
小
記
﹄
巻
三
）︒

（
42
） 
同
治
﹃
番
禺
県
志
﹄
巻
五
三
︑
雜
記
一
︑
光
緒
﹃
広
州
府
志
﹄

巻
一
六
三
︑
雜
録
四
︒

（
43
） 

民
俗
学
会
編
﹃
広
州
民
間
故
事
﹄︑
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史



　　お茶の水史学　57号　　118

研
究
所
︑
一
九
二
九
年
︑
一
六
五
頁
︒

（
44
） 
﹁
郡
城
之
西
街
︑
直
通
帰
徳
門
︒
街
中
居
民
某
甲
︑
無
頼
子

也
︑
自
覓
活
于
賭
博
之
場
︑
偶
然
採
勝
︑
銭
贏
盈
及
五
貫
︑
忽
思
改

図
生
業
︑
此
亦
転
悪
為
善
之
一
机
也
︒
婦
喜
之
︑
献
策
其
肩
挑
肉

担
︑
甲
韪
其
言
︑
整
置
物
具
︒
隔
宿
往
屠
肆
貨
肉
︒
肆
之
右
︑
則
切

河
村
葉
之
名
煙
店
也
︒
是
夕
︑
秤
兌
白
鏹
︑
声
琅
琅
然
︑
甲
適
睹
聴

之
︑
亦
淡
然
無
歹
念
︒
及
入
肆
︑
気
暑
蚊
聚
︑
寝
寐
不
寧
︑
遂
上
天

階
乗
涼
︑
時
漏
已
三
催
矣
︒
見
煙
店
天
井
木
槞
未
閂
︑
甲
賊
心
忽

生
︑
持
屠
刀
直
下
︒
外
棟
一
人
熟
睡
櫃
上
︑
殺
之
︒
内
間
工
人
聞

響
︑
執
檠
来
照
︑
亦
被
殺
︒
遂
捜
白
鏹
︑
腰
纏
之
︑
複
由
天
井
而

上
︑
帰
寝
于
肆
︒
比
鶏
鳴
時
︑
販
家
喧
闐
︑
甲
遍
閃
身
而
退
︒
帰
閲

之
︑
恰
千
有
二
百
︑
即
将
百
両
付
妻
営
生
︑
自
携
三
百
逃
竄
︑
余
悉

瘞
于
寝
室
︒
煙
店
距
十
余
戸
︑
有
土
地
祠
︑
甲
経
過
時
︑
許
下
心

願
︑
事
閣
方
酬
︒
逮
朝
暾
已
上
︑
隣
人
見
店
門
不
啓
︑
訝
而
撃
之
︒

迄
無
応
者
︑
共
怪
之
︒
協
同
営
兵
地
保
︑
撬
辟
窓
板
︑
屍
首
顕
露
衆

目
︒
又
一
被
殺
于
地
下
︑
屠
刀
儼
然
︑
血
跡
甚
鮮
︒
衆
人
竟
指
実
隔

壁
屠
人
也
︑
聯
名
控
官
︑
屠
人
受
尽
惨
刑
︑
終
不
成
招
︒
官
亦
無

奈
︑
只
得
日
祈
城
隍
︑
査
緝
年
余
無
耗
︒
上
憲
咎
神
不
霊
︑
下
其
座

以
示
罰
︑
亦
将
本
街
土
地
︑
鎖
押
廟
外
︒
甲
避
瓊
南
︑
日
事
呼
盧
︑

金
漸
消
尽
︑
意
以
事
経
歳
月
︑
填
抵
有
人
︑
遂
飄
然
而
帰
︒
見
土
地

項
掛
鋃
鐺
︑
心
驚
流
汗
︑
不
免
累
及
神
明
之
惧
︑
近
前
鞠
躬
︑
黙
致

祈
詞
︒
適
時
対
宇
一
小
児
︑
年
過
晬
盤
︑
未
嘗
習
話
︑
忽
以
手
指
甲

曰
：﹁
此
人
殺
人
︑
嘱
神
勿
洩
︒﹂
声
出
人
応
︑
蟻
集
喧
豗
︑
人
皆
因

事
掛
心
︑
故
来
縛
者
衆
︒
比
再
問
之
︑
小
児
複
不
能
言
矣
︒
皆
以
為

神
仮
口
伝
︑
登
時
解
官
︑
一
鞠
而
招
︑
遂
剮
于
市
︒
後
其
妻
起
蔵
金

以
適
人
︒
此
乾
隆
間
事
也
︒﹂（
欧
蘇
﹃
靄
楼
逸
志
﹄
巻
一
）︒

（
45
） 

陳
坤
﹃
嶺
南
雜
事
詩
鈔
﹄︑
巻
二
︒

（
46
） K

ristofer M
. Schipper, “N

eighborhood C
ult A

ssociations in 
Traditional Tainan”, G

. W
illiam

 Skinner ed., The C
ity in Late 

Im
perial C

hina, Stanford: Stanford U
niversity Press, pp.651-

678, 1977.

（
47
） 

漢
口
に
つ
い
て
は
︑W

illiam
 R

ow
e, H

ankow
: C

onflict and 
C

om
m

unity in a C
hinese C

ity, 1796-1895, pp.81-82; pp.177-178

を
参
照
︒
成
都
に
つ
い
て
は
︑
孫
明
﹁
川
人
无
路
哭
先
皇
﹂﹃
歴
史

人
類
学
学
刊
﹄
第
一
○
巻
第
一
期
︑
二
〇
一
二
年
を
参
照
︒

（
48
） 

賀
躍
夫
﹁
近
代
広
州
街
坊
組
織
的
演
変
﹂︑
邱
捷
﹁
清
末
広
州

居
民
的
集
廟
議
事
﹂
を
参
照
︒

（
49
） 

乾
隆
﹃
番
禺
県
志
﹄
巻
一
七
︑
風
俗
︒

（
50
） Elijah C

olem
an B

ridgm
an, “D

escription of the C
ity of 

C
anton”, C

hinese Repository, vol.2, no.4, A
ugust 1833, p.262.

（
51
） C

anton Register, Vol.8, N
o.39, Septem

ber 29th, 1835.

（
52
） C

anton Register, Vol.8, N
o.22, June 22nd, 1835.

（
53
） 

﹁
至
己
巳
春
︑
乃
重
新
之
︒
里
中
父
老
嘱
培
芳
記
其
事
︑
不
獲

辞
︒ 

︙
︙
是
役
也
︑
堂
宇
悉
仍
故
址
︑
経
費
白
金
若
干
︑
里
中
肆

舎
居
停
与
主
人
分
曹
均
助
︑
一
如
前
例
︒
遠
近
士
紳
︑
各
有
義
輸
︒

襄
事
十
三
人
︑
泐
名
別
碑
︑
茲
不
復
書
︒
郷
副
進
士
徴
仕
郎
候
選
直

隷
州
分
州
里
人
黄
培
芳
敬
撰
︒
香
山
県
庠
生
里
人
黄
沃
堂
書
丹
︒

（
宣
統
﹃
番
禺
県
続
志
﹄
巻
三
七
︑
金
石
志
五
︑﹁
重
建
拱
北
楼
左
神
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殿
碑
記
﹂）

（
54
） 
そ
の
前
例
に
つ
い
て
は
︑
乾
隆
四
十
九
年
﹁
里
人
﹂
黄
紹
統

﹁
重
建
六
纛
大
王
先
鋒
廟
記
﹂（﹃
広
州
城
坊
志
﹄
二
二
三
～
二
二
四

頁
）
を
参
照
︒

（
55
） 

堀
の
浚
渫
に
お
い
て
︑
家
を
賃
借
り
し
て
い
る
者
は
所
有
主
に

働
き
手
を
雇
わ
せ
作
業
さ
せ
る
︒
所
有
主
が
ほ
か
の
県
に
居
住
し
て

い
る
場
合
︑
ま
た
は
外
出
し
て
い
る
場
合
︑
賃
貸
料
か
ら
働
き
手
の

手
間
賃
を
差
し
引
く
こ
と
に
な
る
︒（﹃
粤
東
省
例
新
纂
﹄
巻
八
︑
水

利
・
修
理
渠
河
）

（
56
） 

同
治
﹃
番
禺
県
志
﹄
巻
三
三
︑
列
伝
二
︒

（
57
） 

﹁
適
楊
君
紹
周
入
廟
参
詣
︑
低
回
良
久
︑
慨
然
慾
鼎
新
之
︒
謀

諸
里
人
潘
君
洪
︑
潘
君
即
向
時
屡
欲
興
修
而
未
就
者
︑
一
議
即
合
︒

二
君
力
肩
其
任
︑
又
得
沈
君
懐
仁
・
林
君
光
富
・
李
子
廷
栢
︑
共
襄

其
事
︒
章
程
甫
定
︑
而
太
守
胡
公
方
朔
・
現
権
太
守
前
南
海
県
令
潘

公
尚
楫
・
番
禺
令
胡
公
堾
・
増
城
令
明
公
達
・
三
水
丞
呉
公
□
首
捐

俸
︑
以
倡
其
始
︒
郡
紳
士
庶
︑
楽
以
助
成
︒
︙
︙
因
念
黎
烈
愍
公
遂

球
曾
築
蓮
鬚
閣
読
書
于
是
︑
故
里
名
豪
賢
︙
︙
必
将
有
継
烈
愍
而
起

者
︑
吾
于
是
里
有
厚
望
焉
︒
︙
︙
穂
城
黄
大
干
撰
文
︒
黄
培
芳
書

丹
︒
里
人
黄
子
高
篆
額
︒﹂（
宣
統
﹃
番
禺
県
続
志
﹄
巻
三
八
︑
金
石

志
六
︑﹁
重
建
豪
賢
街
二
聖
古
廟
碑
﹂）︒

（
58
） 

﹁
王
養
正
堂
・
羅
博
約
堂
・
崔
致
口
堂
・
単
道
澄
堂
・
周
愛
蓮

堂
・
衛
口
善
堂
諸
君
捐
修
旧
倉
巷
街
石
︑
工
竣
︑
衆
以
本
街
人
戸
繁

多
︑
合
□
□
□
設
□
太
平
井
︑
以
備
不
虞
︒
択
於
梯
雲
里
西
口
開
井

一
口
︒
庚
戌
之
秋
︑
天
久
不
雨
︑
人
以
旱
燥
為
憂
︒
涛
・
福
興
・
来

静
・
致
口
等
周
視
地
脈
︑
鳩
工
集
料
︑
諏
吉
于
重
陽
前
一
日
興
工
︑

鑿
井
于
梯
雲
里
西
垣
角
隙
地
︙
︙
涛
独
任
其
費
︑
且
戒
居
斯
里
︑
無

事
勿
妄
汲
用
︑
昭
先
観
察
之
遺
沢
︑
併
志
巓
末
︑
以
勒
于
石
︒ 

道

光
庚
戌
季
秋
里
人
荘
心
涛
寿
川
氏
謹
識
︒﹂（﹃
広
州
碑
刻
集
﹄︑ 

一
一

三
二
頁
︑﹁
重
開
番
山
荘
氏
旧
井
碑
記
﹂）︒

（
59
） 

﹁
街
内
廟
嘗
鋪
﹂・﹁
本
街
廟
業
﹂
等
の
言
い
方
が
普
通
で
あ
っ

た
︒F.O

.233/183.1847.N
o.122

︑
道
光
二
十
七
年
を
参
照
（
佐
々

木
正
哉
編
﹃
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争　

資
料
編
稿
﹄
近
代
中
国
研

究
委
員
会
︑
一
九
六
四
年
︑
三
〇
五
頁
）︒

（
60
） 

F.O
.233/183.1848.N

o.25

︑
道
光
二
十
八
年
（
佐
々
木
正
哉
編

﹃
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争　

資
料
編
稿
﹄︑
四
〇
九
頁
）︒

（
61
） 

F.O
.233/183.1848.N

o.2

︑
道
光
二
十
八
年
（
佐
々
木
正
哉
編

﹃
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争　

資
料
編
稿
﹄︑
三
九
八
頁
）︒

（
62
） 

当
時
広
東
の
社
会
状
況
・
団
練
に
つ
い
て
は
︑Frederic 

W
akem

an, Jr., Strangers at the G
ate: Social D

isorder in South 
C

hina, 1839-1861, B
erkeley: U

niversity of C
alifornia Press, 

1997

を
参
照
︒

（
63
） 

梁
廷
柟
﹃
夷
氛
聞
記
﹄︑
一
五
九
頁
︒

（
64
） 

F.O
.233/184.1849.N

o.11

︑
道
光
二
十
九
年
二
月
（
佐
々
木
正

哉
編
﹃
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争　

資
料
編
稿
﹄︑
三
二
四
頁
）︒

（
65
） 

梁
廷
柟
﹃
夷
氛
聞
記
﹄︑
一
五
九
頁
︒

（
66
） 

F.O
.233/184.1849.N

o.13

︑
道
光
二
十
九
年
二
月
十
二
・
十
三

日
（
佐
々
木
正
哉
編
﹃
鴉
片
戦
争
後
の
中
英
抗
争　

資
料
編
稿
﹄︑

三
二
一
～
三
二
四
頁
）︒
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（
67
）
そ
れ
に
関
す
る
契
約
文
書
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
が
︑
碑
文
史

料
は
少
し
残
っ
て
い
る
︒﹁
以
思
呢
老
人
買
鋪
屋
碑
﹂（
乾
隆
二
十
六

年
）︑﹁
海
外
教
胞
捐
屋
碑
﹂（
乾
隆
五
十
年
）︑﹁
寧
波
會
館
房
屋
契

約
勒
石
碑
記
﹂（
道
光
五
年
）︑﹁
福
建
會
館
建
置
祀
業
碑
記
﹂（
道
光

二
十
九
年
）
等
を
参
照
︒（﹃
広
州
碑
刻
集
﹄︑
広
東
高
等
教
育
出
版

社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
八
二
～
二
八
三
頁
︑
二
八
四
～
二
八
五
頁
︑

一
〇
一
二
～
一
〇
一
六
頁
︑
一
〇
二
〇
～
一
〇
二
一
頁
）︒

（
68
）
梁
廷
柟
﹃
夷
氛
聞
記
﹄︑
一
六
三
頁
︒

（
69
）

FO
.931/0794

︑
道
光
二
十
九
年
閏
四
月
初
七
日
（﹃
葉
名
琛
檔

案
：
清
代
両
広
総
督
衙
門
残
牘
﹄（
四
）
広
東
人
民
出
版
社
︑
二
〇

一
三
年
︑
四
〇
〇
～
四
〇
二
頁
）︑03-2780-101

︑
道
光
二
十
九
年

閏
四
月
初
七
日
（
軍
機
処
録
副
奏
摺
︑
第
一
歴
史
檔
案
館
藏
）︒

（
70
）
﹁
南
︑
番
両
邑
侯
札
諭
﹂（
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
﹃
第
二
次
鴉

片
戦
爭
﹄（
一
）
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
︑
二
五
九
頁
）︒

（
71
）
﹁
高
第
街
紳
耆
公
挙
呈
﹂（
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
﹃
第
二
次
鴉

片
戦
爭
﹄（
一
）︑
二
六
〇
頁
）︒

（
72
）
﹁
紳
耆
公
結
﹂（
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
﹃
第
二
次
鴉
片
戦
争
﹄

（
一
）
︑
二
六
二
頁
）
︒

︵
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶


