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明
末
清
初
の
税
糧
滞
納
に
関
す
る
一
考
察

｜
｜
蘇
松
地
域
を
中
心
と
し
て
｜
｜

金

弘

士
口

目

次

序

言
一
、
滞
納
の
蔓
延

二
、
非
特
権
有
力
戸
の
滞
納

三
、
紳
士
の
滞
納

語

結

序

言

明
清
時
代
の
社
会
矛
盾
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
税
役
問
題
が
あ
る
。

こ
の
間
題
の
核
心
は
、

然
る
べ
き
税
役
賦
諜
が
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行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
来
、
税
役
問
題
に
関
す
る
諸
先
学
の
研
究
も
、
そ
の
焦
点
は
、
こ
の

税
役
負
担
の
不
公
平
問
題
と
、
こ
れ
と
関
連
し
た
当
時
の
社
会
経
済
の
構
造
乃
至
統
治
構
造
の
問
題
を
解
明
す
る
に
あ
っ
た
と
言
え
よ

ぅ
。
こ
れ
に
関
す
る
研
究
成
果
は
極
め
て
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
見
て
、
そ
の
大
半
は
、
問
題
関
心
が
主
に
税
よ
り

は
役
に
あ
り
、
役
負
担
の
不
公
平
問
題
を
中
心
と
し
て
税
役
制
度
の
改
革
万
び
そ
れ
と
絡
む
政
治
・
社
会
的
諸
問
題
を
分
析
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
税
役
問
題
の
片
方
を
占
め
る
税
糧
の
問
題
に
関
し
て
は
、
未
だ
十
分
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
の
税
糧
問
題
、
特
に
滞
納
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

「
脱
税
」
が
自
分
の
税
糧
額
を
減
ら
し
、
表
面
的
に
は
合
法
的
に
、
そ
の

「
滞
納
」
は
既
に
定
め
ら
れ
た
税
額
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

減
少
分
を
納
め
ぬ
こ
と
と
す
れ
ば
、

明
清
時
代
、
特
に
十
六
世
紀
以
後
、
右
に
定
義
し
た
よ
う
な
税
糧
の
滞
納
が
目
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
ま
で
こ
の
問
題

に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
専
論
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
財
政
・
税
役
制
度
等
の
問
題
を
論
じ
つ
つ
言
及
す
る
か
、
或
い
は
清
初

江
南
奏
錯
案
と
連
関
し
て
滞
納
現
象
に
触
れ
て
い
る
程
度
で
、
何
れ
も
表
面
的
な
論
及
に
止
ま
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
後
者
の
場
合
、

奏
錆
案
の
性
格
解
明
に
追
わ
れ
て
滞
納
自
体
に
は
別
に
意
味
を
仕
斗
J

し
て
い
な
い
人
材
、
そ
れ
と
も
奏
錆
案
に
対
臆
的
な
意
味
を
付
け
て

「
抗
糧
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
も
あ
る
。
右
の
よ
う
な
見
解
は
明
代
か
ら
引
続
い
て
来
た
滞
納
の
事
実
に
十
分
に
注
目
し
て
来
な

か
っ
た
研
究
傾
向
と
関
連
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
滞
納
そ
の
も
の
を
構
造
的
に
分
析
し
た
い
と
思
う
。
明
清
時
代
に
起
っ
た
税
糧
滞
納
は
、
短
期
間
の
一
時
的
な
滞
納
で

な
く
、
滞
納
の
ま
ま
済
む
こ
と
も
で
き
た
長
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
国
家
に
生
き
る
我
々
と
し
て
は
理
解
し
難
い
点
で
あ
る
。

脱
税
は
今
日
も
屡
々
行
わ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
決
定
さ
れ
た
税
額
を
納
入
せ
ず
に
済
む
と
い
う
こ
と
は
想
像
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
と



こ
ろ
が
明
清
時
代
の
中
国
で
は
、
担
税
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
額
を
納
付
せ
ぬ
ま
ま
に
終
る
者
が
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は

一
体
ど
の
よ
う
な
社
会
構
造
・
統
治
構
造
の
反
映
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
問
題
関
心
の
出
発
点
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
あ
る
。

従
っ
て
本
稿
で
は
、
実
際
に
担
税
能
力
が
無
く
て
己
む
を
得
ず
滞
納
す
る
い
わ
ゆ
る
小
農
民
の
滞
納
問
題
、
ま
た
、
納
戸
は
確
か
に

納
入
し
た
が
、
中
間
で
官
員
吏
役
等
に
よ
っ
て
着
服
さ
れ
、
民
欠
に
偽
装
さ
れ
る
問
題
は
扱
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
主
に
、
担
税
能
力
を

有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
社
会
的
経
済
的
力
量
を
利
用
し
て
滞
納
す
る
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

明末清初の税糧滞納に関する一考察

担
税
能
力
を
持
ち
つ
つ
滞
納
す
る
者
は
、
恐
ら
く
相
当
な
有
力
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
清
時
代
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
紳
士
」

層
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
に
目
を
通
し
て
見
る
と
、
有
力
な
滞
納
者
は
紳
士
の
み
に
は
限
ら
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
し
ば
し
ば
「
頑
戸
」
と
か
「
姦
猪
」
・
「
姦
民
」
・
「
積
猪
」
・
「
豪
猪
」
・
「
豪
民
」
等
と
記
さ
れ
、
そ
の
滞
納
ぶ
り
は
、
紳
士
の

そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
滞
納
す
る
有
力
者
を
、

分
け
て
考
察
す
る
。

「
紳
士
」
と
「
非
特
権
有
力
戸
」
と

と
こ
ろ
で
、
有
力
者
に
せ
よ
、
非
有
力
者
に
せ
よ
、
税
糧
の
滞
納
は
国
家
権
力
か
ら
堅
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

い
か
に
強
力
な
有
力
戸
と
は
言
え
、
国
家
の
厳
し
い
禁
令
の
下
で
滞
納
を
続
け
る
の
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
ど
う
い
う
方
法
を
以
て
滞
納
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
を
調
べ
た

い
と
思
う
。
勿
論
、
優
免
特
権
を
始
め
と
し
て
、
国
家
権
力
か
ら
優
遇
さ
れ
て
い
る
紳
士
と
、
そ
う
で
な
い
非
特
権
納
戸
と
は
、
そ
の

滞
納
の
遺
り
方
が
違
う
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
各
々
章
を
分
け
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
有
力
者
の
滞
納
を
可
能
な
ら
し
め
た
社
会
構
造
、

特
に
税
役
制
度
上
の
問
題
点
及
び
そ
の
実
際
の
運
営
に
当
る
地
方
行
政
上
の
問
題
点
を
追
究
し
た
い
。

25 

分
析
対
象
と
な
る
時
期
は
、
明
末
清
初
、
大
体
、
十
六
世
紀
前
半
の
嘉
靖
年
聞
か
ら
、
十
七
世
紀
七

0
年
代
の
康
照
年
閉
ま
で
と
す
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る
。
こ
の
時
期
は
、
明
末
に
滞
納
が
盛
ん
に
な
り
始
め
、
願
治
末
年
の
江
南
奏
錯
案
を
経
て
康
田
川
初
年
頃
の
税
役
制
度
の
改
革
に
至
り
、

一
応
あ
る
程
度
滞
納
が
収
ま
る
こ
と
と
な
る
期
間
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
は
滞
納
問
題
を
扱
う
に
お
い
て
、

一
区
切
り
の
期
間

に
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

対
象
地
域
と
し
て
は
、
江
南
地
域
、
特
に
蘇
松
地
方
を
中
心
に
し
た
い
。
明
初
以
来
有
名
な
重
賦
地
域
と
な
り
、
国
家
の
財
政
を
支

え
て
来
た
こ
の
地
方
が
、
明
末
に
は
最
も
滞
納
が
多
い
地
域
と
し
て
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
地
方
は
滞
納
問
題
の
検

討
に
お
い
て
一
つ
の
典
型
的
な
倒
と
な
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
税
糧
」
に
関
し
て
は
、
明
中
期
以
来
、
そ
の
銀
納
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
地
・
丁
税
を
中
心
と
し
、
他
の
諸
税
目
は
取

扱
わ
な
い
。
地
・
丁
税
が
、
当
時
の
財
政
収
入
上
一
番
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
論
議
の
簡
単
化
の
た
め
で
も
あ
る
。

て
滞
納
の
蔓
延

明
代
の
江
南
地
域
の
滞
納
へ
の
言
及
は
既
に
、
蘇
松
嘉
湖
等
諸
府
の
地
域
の
田
土
が
多
く
官
聞
に
没
入
さ
れ
る
洪
武
初
か
ら
あ
っ
た

よ
う
で
あ
ん
吃
し
か
し
こ
の
時
の
滞
納
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
税
自
体
の
重
さ
（
重
賦
）
と
、
官
回
化
に
伴
な
っ
て
民
が

官
倉
ま
で
税
を
運
搬
す
る
た
め
に
生
じ
た
追
加
負
担
の
重
さ
で
あ
っ
勺
〉
し
か
も
永
幾
年
聞
に
北
京
地
域
へ
の
漕
運
の
開
始
以
後
、
こ

の
地
域
の
滞
納
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
化

L
1
つ
い
に
宣
俸
年
聞
に
は
具
体
的
に
そ
の
解
決
策
が
模
索
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
o

当
時
周

比
に
よ
る
諸
改
革
が
成
果
を
あ
げ
て
滞
納
案
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
で
再
説
す

る
必
要
は
な
い
が
、
要
す
る
に
当
時
解
決
の
関
鍵
と
な
っ
た
の
は
、
重
賦
の
緩
和
及
び
小
民
の
追
加
諸
負
担
の
軽
減
で
あ
り
、
問
題
の

重
点
が
い
わ
ゆ
る
小
農
民
の
滞
納
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



周
悦
の
改
革
以
後
、
江
南
地
域
の
滞
納
ほ
さ
し
て
多
く
な
く
、
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
再
び
問
題
と
取
り

上
げ
ら
れ
る
程
に
多
く
な
る
の
は
、
十
六
世
紀
正
嬉
年
聞
か
ら
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
嘉
靖
六
年
、
左
諭
徳
顧
鼎
巨
は
、
蘇
松
の
銭
糧
問

現末清初の税糧滞納に関する一考察

題
に
関
す
る
上
疏
の
中
で
、
正
徳
年
間
よ
り
税
糧
徴
収
上
に
問
題
が
起
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
郷
村
の
勢
家
の
滞
納
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
松
江
人
何
良
俊
は
、
正
徳
十
年
以
前
に
は
松
江
地
域
に
銭
糧
の
描
欠
は
少
し
も
無
か
っ
た
が
、
正
徳
十
年
以
後
次
第

に
遁
賦
が
出
始
め
た
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
因
に
つ
い
て
、
顧
鼎
臣
は
、
州
厭
官
が
「
比
較
」
を
行
わ
ず
、
粒
長
に
徴
収
の
全

責
任
を
取
ら
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
何
良
俊
は
「
論
田
加
粍
守
山
り
実
施
が
そ
れ
で
あ
る
と
言
う
。

顧
の
指
摘
に
つ
い
て
は
ニ
章
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
何
の
そ
れ
を
中
心
と
し
て
論
議
を
進
め
よ
う
。
蘇
松
地
域
で
、
主
に
税
率
が
高
い

宮
田
は
小
民
が
、
税
率
が
低
い
民
団
は
勢
戸
が
、
所
有
し
て
い
た
故
に
、
勢
豪
側
か
ら
論
田
加
耗
及
び
「
均
糧
」
に
反
対
が
あ
っ
た
こ

と
は
既
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
弘
噌
反
対
理
由
は
、
土
地
生
産
性
が
低
い
地
域
の
民
は
新
た
に
加
重
さ
れ
た
税
額
を
負
担
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
右
記
の
何
良
俊
は
、
論
回
加
耗
の
た
め
松
江
の
東
郷
人
の
負
担
が
増
加
し
て
銭
糧
の
完
納
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
仁
港
島
山
人
野
有
光
は
、
欧
陽
鐸
の
均
糧
以
後
車
山
の
高
阜
皐
区
で
遁
賦
が
出
て
い
る
と
語
っ
て
い
丸
せ
何

れ
も
小
民
の
負
担
増
大
を
滞
納
の
原
因
に
挙
げ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ハ

m〉

も
っ
と
も
何
良
俊
も
「
司
滑
之
徒
」
の
滞
納
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
二
人
と
も
紳
士
の
そ
れ
に
対
し
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
嘉
靖
以
来
、
紳
士
の
滞
納
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
靖
初
、
御
史
で
あ
っ
た
崖
山
人
方
鳳

は
、
郷
里
の
根
役
が
紳
士
を
始
め
と
す
る
有
力
戸
の
滞
納
の
た
め
破
産
し
た
事
実
を
述
べ
て
お
れ
で
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
崇
禎
『
松

江
府
士
山
』
巻
十
二
役
法
二
、

「
華
亭
邑
侯
井
愚
軍
公
ニ
議
、
官
甲
徐
田
起
役
議
」
に
、

27 
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往
時
（
官
甲
設
置
以
前
｜
筆
者
）
里
排
催
郷
官
白
銀
、
不
惟
主
人
難
見
如
帝
、
管
数
人
亦
難
見
如
鬼
。
徒
僑
侯
門
、
呑
飢
忍
凍
、

徒
手
而
返
、
限
杖
難
逃
。

と
あ
り
、
里
役
に
当
る
庶
民
が
官
戸
の
税
糧
を
徴
収
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
よ
く
見
せ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
隆
慶
年
聞
に
南
直
隷
に

官
甲
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
嘉
靖
年
間
の
紳
士
の
滞
納
の
増
加
を
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
紳
士
層
の
滞
納
の
増
加
こ
そ
、

か
の
論
田
加
耗
と
そ
れ
に
次
ぐ
均
糧
の
実
施
と
深
い
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
段
と

増
え
た
自
己
の
税
額
を
、
有
力
者
が
素
直
に
納
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
も
税
額
の
一
定
部
分
を
滞
納
し
続
け
て
来
た
有
力
者
が

〈
却
〉

あ
る
と
す
れ
ば
、
均
糧
以
後
は
そ
の
滞
納
額
も
一
層
増
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
何
良
俊
等
と
は
別
の
脈
絡
で
論
田
加
耗

及
び
均
糧
は
有
力
戸
の
滞
納
の
増
加
の
契
機
の
一
つ
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
十
六
世
紀
以
後
の
滞
納
の
蔓
延
と
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
隆
慶
・
高
暦
時
代
か
ら
は
、
紳
士
・
大
戸
の
滞
納
は
さ
ら
に
多
く
な
っ
た
ら
し
い
。
隆
慶
三
年
一
際
天
巡
撫
に
赴
任
し
た
海
瑞

t土

「
赴
任
す
る
前
に
、
北
京
で
、
江
南
地
域
の
紳
士
が
税
糧
納
付
を
遅
滞
し
て
お
り
、
特
に
存
留
項
に
該
当
す
る
銭
糧
は
全
く
納
め

か
か
る
こ
と
は
誰
で
も
や
っ
て
い
て
賢
者
も
例
外
で
な
い
と
い
う
噂
を
沢
山
聞
い
た
が
、
現
地
に
来
て
見
る
と
や
は
り
間

違
い
な
か
っ
丸
刈
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
王
世
貞
は
、
張
居
正
の
厳
し
い
税
糧
督
促
の
背
景
に
、

て
お
ら
ず
、

江
南
貴
豪
、
如
華
亭
・
金
壇
・
上
海
、
各
侍
勢
若
好
猪
、
巧
避
匿
市
不
肯
完
賦
者
、
輿
潟
歯
幡
螺
之
民
錯
、
莫
知
所
解
析
。

〈
辺
〉

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
語
り
て
い
る
。



か
か
る
紳
士
大
戸
の
滞
納
は
、
江
南
地
域
の
滞
納
を
増
加
さ
せ
た
主
要
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

『
明
貫
録
』
寓
暦
三

年
二
月
丙
申
の
詔
に
は
、

「
金
花
銀
は
折
納
が
甚
だ
軽
い
し
、
ま
た
分
季
し
て
徴
解
す
る
か
ら
、
小
民
に
ほ
さ
し
て
重
累
に
な
ら
な
い

と
思
う
が
、
勢
豪
が
侍
頑
不
納
し
、
領
解
役
員
が
侵
歎
し
て
、
毎
年
積
遁
さ
れ
、
そ
の
額
が
二
ハ
一
万
両
に
至
っ
た
」
と
あ
り
、
勢
豪

の
滞
納
の
比
重
の
重
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
地
域
は
や
や
ず
れ
る
が
、
高
暦
二
十
年
代
深
水
知
鯨
で
あ
っ
た
徐
必
達
も
、
当
時
麿

〈お〉

天
府
諸
懸
の
遁
賦
は
豪
猪
の
滞
納
が
原
因
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

明末清初の税糧滞納に関する一考察

有
力
戸
の
滞
納
は
、
清
朝
に
変
わ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
持
続
し
て
お
り
、
順
治
四
年
に
は
殿
試
の
策
題
に
こ
の
問
題
が
登
場
す
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
そ
の
設
問
内
容
は
、
明
末
の
弊
習
の
踏
襲
を
指
摘
し
た
上
で
、
滞
納
を
含
む
紳
士
の
横
暴
へ
の
対
策
を
問
う
も
の
で
あ
っ

た
〔
噌
清
朝
に
な
る
と
、
国
家
の
政
策
と
も
絡
ん
で
、
特
に
紳
士
の
滞
納
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
の
考
察
は
三
章
に
譲

、，骨－、
o

t，
φ
れ

B
V

以
上
、
有
力
者
の
滞
納
を
中
心
に
嘉
靖
年
間
以
後
の
滞
納
の
蔓
延
を
見
て
来
た
。
最
後
に
、
概
略
的
な
が
ら
当
時
の
滞
納
状
況
を
数

量
的
に
調
べ
て
見
ょ
う
。
表
一
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
戸
部
の
税
収
の
全
国
的
な
滞
納
率
が
明
末
に
は
十
l
十
五
%
、
清
初
に
七
%
と

pe 

い
う
概
況
は
得
ら
れ
る
。
こ
れ
と
、
清
代
後
期
の
簡
欠
率
、
即
ち
嘉
慶
年
閣
の
一
一
一
%
強
、
道
光
十
年
代
以
前
の
五
%
弱
、
阿
片
戦
争
以

（お〉

後
で
あ
る
道
光
二
十
年
代
の
十
%
弱
等
と
を
比
べ
て
見
る
と
、
明
末
清
初
に
い
か
に
滞
納
が
多
か
っ
た
か
見
当
が
つ
く
。
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次
は
、
江
南
地
域
の
滞
納
額
の
程
度
で
あ
る
。
明
末
の
史
料
を
見
る
と
、
江
南
地
方
特
に
蘇
松
地
域
の
積
遁
額
及
び
そ
の
程
度
の
重

（沼〉

大
さ
へ
の
論
及
は
存
在
す
る
が
、
数
値
を
算
定
で
き
る
資
料
は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
、
明
末
清
初
の
松
江
人
葉
夢
珠
が
、
明
末
以
来
蘇

（お〉

松
両
府
の
滞
納
が
三
O
l
四
O
%
に
上
る
と
語
っ
て
お
り
、
高
暦
初
年
頃
麿
天
巡
撫
で
あ
っ
た
宋
儀
望
は
、
蘇
州
地
域
の
遁
賦
が
江
南

ハお〉

地
方
の
半
分
を
占
め
て
い
る
と
言
う
の
で
、
大
体
の
程
度
は
見
積
ら
れ
る
。
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表一．戸部の歳入銀両の暦欠額 〔単位：両〕

~I組員｜草年 ~1 額徴数との比率 典 拠

？民4年｜約200万｜ ！ 7『月明賓戊録辰』陵慶4年

時叫 ｜『戸神部廟昨巻三，疏l顛b 』

開 324年I60075"#< 144～…  

治1～ I , I I ( 四 rl 噌』康照3年17年 2,700万余約159万約7% 2000十159 6月

順治8Llifj lf：：ま｜約問｜ I 3『開月甲寅」！日年

開 1～｜賠 l cl; (30r  8年 約30万約17%116+60 ＇＊~町一一回賦一， 21b 

a. 370万両は寓麿30年頃の戸部の正・雑課収入額の略数である。額徴数の大略

を得るため，この数値に磨欠額を加算した。以下同じ方法である。

b. 明末に比べ額数が一層増えたのは，戸部の財政管轄の拡大によると見られる。

戸部の銭糧管轄は！｜民治7年に縮小されるが，康照二年再び拡大される （『石

渠徐記』巻三，紀倉計〉。 従って，ここでの 2,000万両は戸部の収入額だけ

とは限らない。 『清寅録』には順治8年以後，毎年末に徴銀総数が載ってお

り，大体2,000万両を上回っているが，！｜寅治元年よりという事で， 2,000万両

に取った。

c.計算上は30万にはならないが，典拠の記事によって30万両とした。

d. 116万両は蘇升｜府の（康照『蘇州府志』巻二十五， 5a), 60万両は松江府の

（嘉慶『松江府志』巻二十一， Sb9a）額徴銀数である。



清
初
に
は
、
表
一
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
南
地
方
の
滞
納
額
が
全
国
の
そ
れ
の
約
半
分
を
占
め
、
蘇
松
地
域
の
滞
納
が
ま
た
江
南

（

却

）

門

用

品

）

地
方
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
全
国
平
均
の
倍
以
上
に
な
る
そ
の
滞
納
率
は
、
蘇
松
地
域
の
滞
納
の
甚

だ
し
さ
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
本
章
は
主
に
現
象
の
記
述
が
中
心
で
あ
っ
た
。
明
末
清
初
に
税
糧
の
滞
納
が
蔓
延
し
た
事
実
及
び
そ
の
額
数
と
比
率
の
推
定
、

そ
し
て
有
力
者
の
滞
納
が
か
な
り
多
か
っ
た
こ
と
、
等
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
次
章
か
ら
は
そ
の
構
造
的
な
分
析
に
移
り
た
い
。

明末清初の税糧滞納に関する一考察

ニ
、
非
特
権
有
力
戸
の
滞
納

滞
納
が
行
わ
れ
る
場
は
徴
収
過
程
で
あ
り
、
滞
納
し
た
戸
を
確
か
め
、

（
普
通
鞭
を
加
え
な
が
ら
〉
そ
の
納
付
を
督
促
す
る
場
は

「
比
較
」
過
程
で
あ
る
。
従
っ
て
非
特
権
有
力
戸
が
ど
う
い
う
方
法
を
以
て
滞
納
し
た
か
を
見
る
た
め
に
は
、
徴
収
過
程
と
比
較
過
程

と
を
分
け
て
検
討
す
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
徴
収
過
程
で
あ
る
が
、
徴
収
を
す
る
主
体
は
、
一
一
一
同
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
期
に
は
里
E

九
時
あ
る
。
十
六
世
紀
初
以
来
、
多
く

の
信
役
が
次
々
と
銀
納
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
ち
税
糧
徴
収
を
始
め
と
す
る
里
甲
正
役
は
そ
の
ま
ま
力
役
と
し
て
残
存
し
て
い
弘
〉
と
こ

ろ
で
、
徴
収
責
任
を
負
う
里
長
の
催
徴
に
応
じ
な
い
、

い
わ
ゆ
る
「
頑
戸
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
史
料
に
は
、
納
付
し

な
い
頑
戸
の
た
め
里
長
が
嘗
め
る
苦
痛
を
伝
え
る
も
の
が
多
い
冷
ど
う
し
て
か
か
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
性
は
二

つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
頑
戸
の
勢
力
が
強
く
、
里
長
が
敢
え
て
催
徴
に
行
く
の
も
難
し
か
っ
た
場
合
。
こ
の
場
合
、
頑
戸
は
後
述
す
る
紳
士
戸
で

31 

あ
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
紳
士
で
な
く
て
も
か
か
る
勢
力
を
持
つ
人
が
い
た
ら
し
い
。
蘇
州
人
顧
公
壁
は
、
清
初
蘇
州
の
郷
村
で
、
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県
官
も
手
の
打
ち
ょ
う
が
な
か
っ
た
「
大
猪
」
の
存
在
を
伝
え
て
く
れ
る
1
可
蹄
有
光
は
湖
州
府
長
興
鯨
に
官
衝
の
拘
舎
に
応
じ
な
い

（
幻
〉

大
戸
が
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
等
の
正
体
を
糾
明
す
る
の
は
、
こ
こ
で
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
里
長
は
彼
等
に
対
し
て
の
催

徴
は
恐
ら
く
諦
め
た
に
違
い
な
い
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
現
在
支
払
い
能
力
が
な
い
と
偽
っ
て
、
納
付
を
先
に
延
ば
し
続
け
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
納
付
期

聞
を
越
す
と
、
里
E
R
は
彼
を
欠
戸
と
報
告
し
、
彼
は
拘
金
子
さ
れ
比
較
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

i
v問
題
は
里
長
も
彼
と
一
緒
に

佐
官
叩
き
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
明
清
時
代
の
律
例
を
見
る
と
、
欠
糧
人
戸
と
同
じ
量
の
杖
刑
が
里
長
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ん
噌
そ
の
上
、
実
際
は
、
徴
収
責
任
を
全
面
的
に
里
長
に
委
ね
、
里
長
だ
け
を
叩
き
責
め
る
の
が
普
通
だ
っ
た
ら
し
い
丸
）
既
に
正
寵

一
章
で
引
用
し
た
顧
鼎
臣
の
上
疏
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
寓
暦
三
十
七
年
、
華
亭
知
鯨

語
紹
昌
は
、
当
時
の
実
情
を
「
抱
欠
が
あ
る
と
、
細
民
の
完
多
完
少
を
問
わ
ず
に
、
専
ら
経
催
に
責
任
を
負
わ
せ
る
」
と
言
っ
て
お
り
、

康
照
六
年
呉
瞬
知
鯨
陳
沖
漢
も
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
噌
地
域
が
斯
江
で
は
あ
る
が
、
康
回
一
七
年
総
督
趨
廷
臣
も
や
は
り
同
じ
趣
旨

の
言
葉
を
語
っ
て
い
る
。

年
間
よ
り
こ
の
傾
向
が
あ
っ
た
の
は
、

か
か
る
こ
と
の
結
果
、
里
長
は
甚
だ
し
い
苦
楚
に
会
う
の
で
、
そ
の
苦
痛
を
避
け
る
べ
く
、
自
分
が
先
に
滞
納
分
を
代
賠
し
て
し
ま

ハ必）

う
の
も
か
な
り
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
軍
紹
昌
は
経
催
の
苦
哀
を
列
挙
す
る
中
で
賠
納
の
問
題
を
挙
げ
て
お
り
、
崇
禎
二
年
華
亭
知

（
必
〉

豚
鄭
友
玄
は
、
通
賦
の
代
賠
に
よ
る
「
中
人
之
家
」
里
長
の
破
産
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
章
で
引
用
し
た
方
鳳
の
記
事
は
、

ハ
『
叩
〉

糧
役
が
滞
納
分
の
賠
納
の
た
め
破
産
し
た
例
で
あ
っ
た
し
、
鄭
友
玄
が
糧
長
の
代
賠
の
苦
を
論
じ
た
も
の
も
あ
る
。
康
照
初
年
の
江
南

布
政
使
修
彰
年
は
、
税
糧
徴
収
上
の
問
題
点
を
列
挙
す
る
中
で
、



時
頑
者
一
筆
者
之
欠
、
終
日
責
糧
里
以
代
比
、
是
欲
責
糧
里
以
代
民
噌

と
明
噺
に
指
摘
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

一
方
、
頑
戸
の
方
か
ら
見
る
と
、
里
長
の
代
責
や
代
賠
は
滞
納
を
貫
徹
す
る
余
地
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
等
は
そ
れ
を
見

越
し
て
滞
納
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
康
照
六
年
、
陳
沖
漢
は
、

明末清初の税糧滞納に関する一考察

催
科
往
例
、

一
惟
責
任
排
年
、
期
舎
之
日
、
蔽
朴
是
務
。
排
年
狼
狽
難
堪
、
而
一
勝
一
戸
勢
恥
、

h
T
必
ト
払
rm錦
〉
（
傍
点
筆
者
〉

と
言
っ
て
お
り
、
地
域
は
少
し
異
な
る
が
、
順
治
年
間
金
華
府
で
も
、

毎
邑
不
無
頑
戸
、
誠
有
高
坐
安
然
、
視
里
長
之
朴
責
、
矯
膜
置
忠
明

v

と
い
う
状
態
が
存
在
し
た
。
た
と
え
こ
れ
ら
が
里
長
の
苦
哀
を
強
調
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
頑
戸
が
右
の
よ
う
な
状
況

を
十
分
に
利
用
し
た
可
能
性
は
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
に
比
較
過
程
で
の
問
題
点
を
検
討
し
て
見
ょ
う
。
比
較
は
徴
収
期
間
中
毎
月
一
EB

－
－
三
回
あ
る
納
付
期
間
お
後
に
行
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
直
接
鯨
官
が
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
弘
吻
里
長
が
そ
の
徴
隈
の
欠
戸
を
報
告
す
る
と
、
書
吏
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
比

冊
（
比
簿
〉
を
作
成
し
、
鯨
官
に
渡
す
。
知
鯨
は
こ
れ
を
持
っ
て
比
較
に
臨
む
が
、
そ
の
前
に
衝
役
を
し
て
欠
戸
を
拘
牟
し
比
較
に
出

頭
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
里
長
が
該
当
里
の
完
欠
如
何
を
問
わ
ず
、
比
較
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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か
か
る
こ
と
が
規
定
通
り
確
実
に
行
わ
れ
れ
ば
、
頑
戸
の
滞
納
の
余
地
も
非
常
に
狭
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
そ
の
よ
う
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O
比
一
得
式
均
一
日
↑
同
日
付
悼

F
Y同
umur
一
一
畑
山
町
岡
山
川

旦
甲
一
料
催
某
人
査
算
’
実
害
某
人

本
年
貫
教
傍
銀
若
干
川
町
一
刻
肘
耕
一
司

一
日
劇
完
投
，
弘
子
丸
一
九
詑
刊
行
克
数
一
宜
叶
流
水
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4
該
完
投
ir一ι一
い
部
品
野
山
同
銀
特

l

ま
似
吉
町
駅
が
ー
相
官
…
f

H
L

ヰ
ウ
直
一
A
押
4
章
担
エ
j

口
一
…
供
同
前
式
窮
刻

京
府
刊
門

川
昨
日
f

図ー

に
は
行
わ
れ
ず
、
何
よ
り
も
、
比
聞
の
記
載
が
納
戸

の
完
欠
状
態
を
正
確
に
表
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
山
戸
市
禎
初
、
鏡
州
府
推
官
王
永
士
口
は
、
書
吏
が
収

変賠
造し
をて
し、

て比
い冊
るの
と（記
、8載

比数
較字
にの
お変
け改
るや
問完
題欠
点 状
を態
指の

摘
し
て
い
る
。

図
一
は
康
黒
初
呉
厭
で
使
わ
れ
た
比
簿
で
あ
る
が
、

一
甲
の
年
間
完
欠
状
況
が
一
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

一
冊
は
合
計
十
一
枚
か
ら
な
り
、
冒
頭
の

一
枚
は
里
の
総
額
を
畳
一
日
く
頁
で
あ
る
。
各
期
限
毎
に

出処：『未信編J巻二，徴比。

徴
収
す
べ
き
額
を
大
き
な
字
で
書
き
、
実
際
の
完
・

欠
額
を
そ
の
下
で
小
さ
な
字
で
記
す
。
各
納
戸
の
完

欠
状
態
は
納
付
済
み
の
証
拠
で
あ
る
裁
票
を
下
段
部

に
貼
り
付
け
て
表
示
す
る
が
、
こ
こ
に
完
欠
造
作
が

起
り
得
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
王
永
士
口
は
右
で

数引
よ用
り し
多た
く 記
付 述
けに
て続

る（て
と5 、
そ書
の吏
聞が
題裁
点票
をを
挙 実
げ際
ての



い
る
。
そ
の
外
、
完
欠
造
作
を
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
陳
沖
漢
の
幕
友
か
と
思
わ
れ
る
播
杓
燦
が
、

印
官
心
煩
、
全
癒
該
管
指
黙
。
好
頑
欠
戸
、
賄
買
霊
書
、
於
比
冊
之
上
、
或
粘
掲
重
頁
、
庇
護
全
里
。
或
水
貼
膏
薬
、
庇
護
欠
多

之
人
。
或
指
稽
銀
未
入
敷
、
俵
串
混
験
。

と
言
っ
て
お
り
、
収
賄
し
た
書
吏
が
、
比
冊
の
頁
を
重
ね
て
付
け
た
り
、
膏
薬
で
文
字
を
変
造
し
た
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

明末清初の税糧滞納に関する一考察

こ
れ
は
比
較
の
現
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
そ
こ
に
到
る
前
、

（
町
）

可
能
性
は
も
っ
と
大
き
い
。

つ
ま
り
知
鯨
に
比
簿
を
渡
さ
な
い
う
ち
に
完
欠
の
造
作
を
す
る

勿
論
、
か
か
る
こ
と
が
い
つ
も
旨
く
行
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ
の
故
か
頑
戸
は
、
巳
む
を
得
ず
杖
責
を
受
け
る

（
印
〉

時
は
街
役
に
働
き
か
け
て
杖
を
軽
く
さ
せ
た
上
司
そ
の
前
、
人
を
雇
っ
て
代
杖
さ
せ
た
り
し
て
い
た
。

比
較
過
程
で
の
こ
う
し
た
操
作
に
よ
っ
て
頑
戸
は
無
事
に
そ
の
場
を
乗
り
越
え
、
滞
納
の
継
続
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
官
衝
の
吏
役
と
の
結
託
が
必
須
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
蓋
し
彼
等
は
、
書
吏
・
保
齢
、
地
方
の
土
着
勢
力

の
一
員
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
勢
力
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
者
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
階
層
の
分
析
及
び
具
体
的
な
関
係
の
考
究
は

後
日
を
一
期
し
た
い
。

と
も
か
く
、
徴
収
過
程
で
あ
れ
、
比
較
過
程
で
あ
れ
、
滞
納
に
成
功
し
た
頑
戸
の
未
納
額
は
そ
の
年
の
欠
糧
分
と
な
る
。
賑
官
が
徹

底
的
に
そ
の
出
処
を
究
明
し
、
徴
収
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
全
く
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
大
体
そ
う
は
し
な
か
っ
た
、
否
、
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
繁
多
な
項
目
に
複
雑
な
数
値
が
載
っ
て
い
る
、
そ
れ
に
書
吏
の
偽
り
が
混
じ
る
難
解
な
徴
税
書
類
は
、
知
鯨
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に
と
っ
て
煩
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
し
て
や
知
鯨
は
入
仕
し
た
ば
か
り
の
者
が
多
い
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
す
ぐ
転
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勤
す
る
場
合
が
多
九
一
可
現
地
事
情
に
も
明
る
く
な
い
し
、
計
算
に
も
大
体
疎
凡
噌
徴
税
業
務
は
普
通
書
吏
が
作
成
し
た
文
書
で
の
行
政

に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
書
吏
等
と
結
託
し
て
滞
納
し
て
い
る
頑
戸
を
摘
発
す
る
の
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な

ぃ
。
大
凡
彼
等
の
滞
納
は
、
貧
窮
の
小
民
の
そ
れ
と
交
じ
っ
て
追
跡
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
頑
戸
の
滞
納
が
存
在
し
得
る
場
が

こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
頑
戸
の
そ
の
欠
糧
分
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
里
長
が
先
に
代
賠
し
た
場
合
は
、
里
長
と
頑
戸
と
の
私

的
な
関
係
に
移
る
の
で
論
外
に
す
る
。
然
ら
ざ
る
場
合
、
右
述
し
た
よ
う
に
欠
戸
の
追
跡
が
不
可
能
に
な
っ
た
時
の
み
で
な
く
、
滞
納

の
出
処
が
分
か
っ
て
も
、
そ
の
欠
糧
分
が
皇
内
の
他
の
納
戸
に
献
服
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
高
暦
四
年
の
張
居
正
の
上
疏
に
は
、

勢
豪
大
戸
の
滞
納
分
を
小
戸
が
包
賠
し
て
い
ん
印
指
摘
し
て
い
る
o

前
述
し
た
強
力
な
頑
戸
も
こ
の
勢
豪
大
戸
の
範
曙
に
属
す
る
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
大
戸
は
自
己
の
滞
納
事
実
を
敢
え
て
隠
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
述
し
た
過
程
が
年
を
重
ね
る
と
、
積
遁
は
段
々
多
く
な
り
、
且
つ
小
農
民
の
没
落
は
必
至
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で

控
目
す
べ
き
こ
と
は
、
明
代
に
は
滞
納
の
追
及
が
き
し
て
厳
し
く
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
州
将
官
が
滞
納
分
を
徹
底
し

て
徴
収
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
銭
糧
に
関
す
る
官
僚
の
考
成
規
定
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
準
が
最
も
厳
し
か
っ
た
張
居
正
の
時
化
切
も
八
分
が
原

則
で
あ
つ
に
噌
即
ち
、
地
方
官
は
こ
割
弱
ま
で
の
滞
納
額
に
ほ
さ
し
て
気
を
使
う
要
は
無
か
っ
た
。
従
っ
て
執
揃
に
滞
納
を
追
及
す
る

は
ず
は
な
く
、
こ
こ
に
頑
戸
が
平
気
で
滞
納
し
得
る
場
が
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
清
代
に
は
考
成
が
強
化
さ
れ
て
全
完
が
条
件
と
な

h
W）
鯨
官
は
徴
収
状
況
に
気
を
撮
む
こ
と
と
な
ん
噌
と
す
る
と
、
滞

納
は
減
る
の
が
当
然
か
に
思
え
、
表
一
の
よ
う
に
全
国
的
な
趨
勢
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
蘇
松
地
域
を
見
る
と
、
さ



し
て
多
く
減
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
前
述
の
如
き
滞
納
の
構
造
が
、
中
央
政
府
の
徴
収
方
針
の
変
化
や
州
鯨
官
の
催
促
な
ど
で
、
簡
単

に
崩
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
後
述
す
る
紳
士
の
滞
納
は
鯨
官
に
と
っ
て
非
常
に
厄
介
な
も
の
で
あ
り
、
徴
収
は
旨
く
行
か
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
順
治
年
間
よ
り
康
照
初
期
ま
で
の
こ
の
地
域
に
就
い
た
蘇
官
達
が
次
々
と
銭
糧
未
完
の
た
め
罷
職
さ
れ
た
し
四
か

ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
明
代
よ
り
取
締
り
が
強
化
さ
れ
た
以
上
、
非
特
権
有
力
戸
に
と
っ
て
は
滞
納
の
拠
り
所
が
狭
く
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ

明末清初の税糧滞納に関する一考察

ぅ
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
対
策
に
手
を
焼
い
た
清
朝
は
滞
納
構
造
そ
の
も
の
に
手
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
康
照
初
実
施
さ
れ
る
均
田

均
役
の
改
革
に
伴
な
う
、
徴
収
制
度
の
「
自
封
投
橿
」
へ
の
変
改
鵡
そ
れ
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
里
甲
制
的
徴
収
体
系
の

終
需
の
始
め
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

勿
論
、
自
封
投
橿
の
実
施
が
直
ち
に
里
甲
稽
役
を
消
滅
さ
せ
た
と
は
言
え
な
い
。
呉
豚
で
は
康
照
六
年
陳
沖
漢
の
裁
票
免
比
法
の
改

革
の
時
、
自
封
投
橿
と
里
長
と
を
並
存
せ
し
め
て
お
に
市
他
の
鯨
で
も
催
徴
役
が
根
強
く
残
存
し
た
例
も
あ
ん
勺
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
残
存
で
あ
り
、
里
甲
制
的
体
系
は
既
に
そ
の
主
流
の
座
を
自
封
投
橿
的
体
系
に
譲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で

里
甲
制
的
徴
収
体
系
に
依
っ
て
滞
納
し
て
来
た
頑
戸
を
瞭
か
ぜ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
等
は
新
し
い
体
系
下
で
も
滞
納
へ
の
道
を

逸
早
く
見
付
け
て
い
た
。
自
封
投
橿
体
制
は
「
包
擾
」
的
体
系
と
も
換
言
で
き
る
程
に
、
清
初
か
ら
包
撞
は
一
般
化
す

ι勺
彼
等
は
こ

の
包
携
を
通
じ
て
滞
納
を
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
包
撞
的
徴
収
体
系
下
で
の
滞
納
の
構
造
は
稿
を
改
め
て
展
開
し
た

L、。
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と
こ
ろ
で
、
清
朝
は
し
ば
し
ば
税
糧
減
免
を
実
施
し
た
王
朝
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
へ
の
後
世
の
歴
史
的
評
価
も
肯
定

的
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
清
朝
の
財
政
が
好
転
す
る
康
照
二
十
年
代
以
後
と
、
窮
迫
し
て
い
た
そ
れ
以
前
と
で
は
、
そ
の
減
免



表二．清初の積遥濁免状況

｜対象地域｜事由｜ 内 廿"" 

0順日｜北京河北！窓

。 2年｜河南・山西｜ II ｜賦税の半分

南｜叩南［本年税糧占兵鋭ゐ

。 庁

。 グ ｜臓の二府｜大兵経宿｜

11年｜全 ｜順治6 7年地丁遇賦

昨 ｜ // ｜順治8 9年地丁遁賦

。康照元年｜南昌府の五豚｜ ｜浮米と其の折銀

＊ 3年｜全 ｜順治昨以前民欠

。 4年！
，， ｜！煩治畔以前欠糧

8年｜ ，， ｜康照1 2・3年民欠

畔｜ II l康照4 5・6年民欠

ム グ l東巡所経地｜巡

18年｜江 南｜財賦繁多｜康照昨以前欠糧

州全国（？〉｜想安芸｜康照1削前地丁民欠

根拠資料： O標識は『皇朝通典』巻十六食貨十六。

ムは斎一山『清代通史』 1冊， 811頁。

＊は『清賓録J康照3年6月庚申条。

38 

｜備 考

｜積遁錫免開始

｜巡始棚めの

その他は光緒『蘇川、i府志』巻十八 回賦七，鏑賑，及び嘉慶『松江府

志』巻三十六回賦，恩濁。



の
性
格
も
異
な
っ
て
い
た
。
特
に
滞
納
分
の
減
免
の
場
合
、
初
期
の
も
の
は
「
善
政
」
の
そ
れ
こ
そ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
色
彩
が
濃
い
。

表
二
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
滞
納
分
韻
免
は
何
年
か
以
前
の
も
の
だ
け
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
勺
順
治
十
年
代
か
ら
は
一
定
期
聞
が

経
つ
と
、
そ
の
滞
納
分
を
縄
免
す
る
仕
組
に
な
り
、
康
照
初
年
か
ら
は
そ
の
期
聞
が
四
・
五
年
く
ら
い
に
固
定
し
始
め
て
い
る
。
こ
れ

は
滞
納
が
積
み
重
な
り
、
徴
収
不
可
能
と
な
っ
た
も
の
の
み
を
調
免
し
た
と
い
う
こ
と
に
違
い
な
い
。
康
照
二
年
の
あ
る
上
疏
に
は
、

あ
ら
わ
に
徴
収
不
可
能
で
あ
る
も
の
の
減
免
を
請
い
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
形
式
の
み
の
減
免
令
、
特
に
小
農
民
に
実

明末清初の税糧滞納に関する一考察

質
的
恩
恵
は
無
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
い
う
の
は
、
数
年
も
経
過
し
た
滞
納
の
中
で
小
農
民
の
そ
れ
は
、
逃
戸
の
分
を
除
け
ば
、
非
常
に
少
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

小
民
の
滞
納
は
、
四
・
五
年
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
年
末
ま
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
滞
納
者
は
毎
月
二

度
ぐ
ら
い
は
あ
る
比
較
の
場
で
答
刑
を
受
け
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
勺
そ
の
刑
を
避
け
る
方
法
を
持
た
ぬ
小
戸
は
、
如
何
な
る
手
段
を

以
て
し
で
も
納
付
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
小
民
が
税
糧
納
付
の
た
め
借
金
し
、
遂
に
は
破
家
亡
身
し
た
例
は
史
料
に
頻
出

す
る
。従

っ
て
、
三
・
四
年
く
ら
い
経
過
し
た
滞
納
分
の
錨
免
が
小
農
民
に
実
益
を
与
え
た
と
は
到
底
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、
今
ま
で
長
ら
く
滞
納
し
て
来
た
頑
戸
や
紳
士
戸
に
恵
沢
を
施
す
も
の
で
あ
っ
た
。
乾
隆
年
聞
に
も
蘇
州
人
沈
徳
潜
が
、

錨
租
所
及
者
、
多
包
撞
侵
蝕
好
宮
家
右
之
徒
、
於
良
民
未
必
均
蒙
其
忠
明
〉

と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
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こ
こ
で
我
々
は
、
清
代
に
お
い
て
有
力
戸
の
滞
納
の
拠
り
所
の
存
在
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
有
力
戸
は
右
の
よ
う
な
こ
と
を
十
分
念
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頭
に
置
き
つ
つ
滞
納
し
、
滞
納
分
の
鏑
免
は
、
彼
等
に
と
っ
て
、

一
種
の
安
全
弁
の
機
能
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
非
特
権
有
力
戸
の
滞
納
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
徴
収
過
程
・
比
較
過
程
・
国
家
側
の
滞
納
処
理
等
の
問
題
を
通
じ
て
調
べ
て
見
た
。

次
は
紳
士
の
滞
納
の
構
造
に
関
し
て
検
討
す
る
。

三
、
紳
士
の
滞
納

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
紳
士
の
滞
納
は
嘉
靖
年
間
以
後
多
く
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
滞
納
は
、
里
長
が
徴
収
に
訪
れ
る
こ
と

さ
え
困
難
で
あ
っ
た
状
況
に
よ
く
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
紳
士
の
身
分
的
特
権
・
社
会
的
勢
威
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
一
体
彼

等
の
滞
納
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
特
権
は
何
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
紳
士
は
、
周
知
の
如
く
、
免
役
特
権
は
持
っ
て
い
る
が
、
免
税

特
権
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
か
明
初
有
力
戸
の
滞
納
問
題
は
主
に
加
耗
の
不
納
を
め
ぐ
っ
て
起
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
十
六
世
紀
に
至
り
、
均
径
が
力
差
と
銀
差
に
区
分
さ
れ
て
銀
納
が
一
般
化
し
、
径
役
の
科
派
が
国
土
に
移
行
し
始
め
る
と
、

優
免
の
基
準
も
丁
か
ら
丁
・
糧
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
嘉
靖
以
後
、
実
質
的
に
力
差
の
銀
納
化
も
進
む
と
、
丁
数
に
表
示

一
段
と
免
糧
に
重
点
が
移
っ
て
い
る
。
従
っ
て
本
来
税
糧
で
な
か
っ
た
部
分
も
税
糧
の

さ
れ
た
優
免
額
が
実
際
に
は
糧
に
換
算
さ
れ
、

よ
う
に
な
り
、
紳
士
は
優
免
額
以
外
の
分
を
本
来
の
税
糧
と
共
に
納
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
許
容
さ
れ
た
免
糧
額
を
は
る
か
に
超
え
て
、
恰
も
税
糧
そ
の
も
の
が
免
除
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
紳
士
の
滞
納
を
増

加
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。

一
章
で
有
力
者
の
滞
納
の
蔓
延
は
、
正
徳
年
間
に
端
を
発
し
嘉
靖
年
聞
に
本
格
化
し
た
と
述
べ
、
そ
の
契
機

の
一
つ
と
し
て
均
糧
の
実
施
を
推
定
し
た
が
、
こ
の
事
実
上
の
免
糧
特
権
へ
の
移
行
こ
そ
同
じ
時
期
に
発
生
し
、
且
つ
本
格
化
し
た
も

の
で
あ
る
。



紳
士
の
滞
納
の
情
況
は
既
に
一
章
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
中
期
以

来
地
方
社
会
の
指
導
層
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
紳
士
の
強
力
な
社
会
的
・
経
済
的
力
量
で
あ
っ
た
。

一
方
、
銭
糧
の
催
徴
を
担
当
し
て
い

た
糧
里
役
は
段
々
郷
村
社
会
で
の
影
響
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
嘉
靖
年
間
よ
り
こ
の
地
域
の
里
甲
正
役
は
各
種
の
役
目
に
分
化
し
、

且
つ
就
役
者
の
階
層
も
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
里
長
は
も
は
や
以
前
の
如
き
地
方
の
有
力
者
層
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

明末清初の税糧滞納に関する一考察

結
果
、
紳
士
戸
か
ら
の
徴
収
及
び
そ
の
滞
納
の
処
理
は
さ
ら
に
困
難
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
「
官
甲
」
の
設
置
で
あ
っ
た
噌
官
甲
は
、
南
直
隷
で
、
隆
慶
六
年
参
政
骨
化
の
提

一
般
の
里
甲
か
ら
官
戸
の
み
を
抜
き
出
し
、
別
に
「
官
甲
書
冊
」
を
作
成
す
る
、

つ
ま
り
紳
士
の
み
の

言
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
が
、

里
甲
を
編
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
紳
士
の
税
糧
は
、
里
長
等
と
は
関
係
な
し
に
、
官
戸
の
知
数
が
自
辞
・
自
比
・
自
牧
・
自
免

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
糧
里
役
の
媒
介
な
し
に
、
官
戸
自
ら
納
付
し
、
ま
た
交
免
す
る
こ
と
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
官
甲
の
設
置
以
後
、
紳
士
の
滞
納
に
は
何
か
変
化
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
官
甲
の
設
立
後
、
誰
寄
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、

既
に
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
か
か
る
詑
寄
の
増
加
は
、
直
ち
に
紳
士
の
滞
納
を
増
や
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

詑
寄
の
主
な
目
的
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
役
負
担
の
回
避
に
あ
る
が
、
税
糧
に
関
し
て
は
そ
れ
は
ま
た
包
揮
の
機
能
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
詑
寄
の
増
加
は
、
紳
士
の
名
義
上
の
税
糧
納
付
額
を
増
や
す
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
規
定
さ
れ
た
免
糧
額
を
は

る
か
に
超
え
る
滞
納
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
詰
穣
『
雲
間
接
目
抄
』
巻
四

記
賦
役
の
記
事
に
示
さ
れ
て
い

る。
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詑
寄
之
妨
賦
有
一
一
。
其
一
。
自
貧
儒
偶
臨
科
第
、
執
従
蘇
大
夫
干
請
書
冊
、
包
撞
親
戚
門
生
故
奮
之
回
、
賞
其
中
。
如
本
名
者
、
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僅
一
百
畝
、
浮
至
二
千
。
該
白
銀
コ
一
百
雨
、
則
令
管
数
者
、
日
督
寄
戸
完
納
。
及
有
司
比
較
、
結
敷
二
百
七
十
雨
、
己
足
九
分
、

便
置
不
比
。
是
秀
才
一
得
出
身
、
即
享
用
無
白
銀
回
二
百
畝
実
。

（
傍
点
筆
者
）

こ
こ
で
は
元
来
一
百
畝
程
度
の
土
地
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
生
員
が
、
拳
人
登
科
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
の
土
地
を
受
寄
し
て
二

千
畝
の
土
地
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
。
税
銀
は
三
百
両
納
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
納
付
す
る
税
撞
額
は
九
割
の
二
百
七
十
両
の

み
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
税
銀
三
十
両
は
納
入
せ
ず
に
済
ま
す
が
、
そ
の
額
は
原
来
所
有
し
て
い
た
土
地
の
二
倍
の
二
百
畝
分
の
税
糧
額

に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
蔦
暦
十
四
年
に
定
め
ら
れ
た
奉
人
の
優
免
額
は
丁
・
糧
合
わ
せ
て
四
十
四
畝
で
あ
る
c

従
っ
て
こ

の
場
合
、
優
免
額
を
一
一
一
倍
以
上
も
超
過
し
て
税
負
担
を
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
。
若
し
受
寄
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
納
め
る
べ
き
税

銀
は
、
優
免
額
（
四
十
四
畝
分
の
六
・
六
両
）
を
除
い
て
、

八
・
四
両
と
な
る
。
も
し
彼
が
全
額
滞
納
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
額
数
は

八
・
四
両
に
止
ま
り
、
前
者
と
比
べ
て
遣
に
少
な
い
。
詑
寄
に
よ
る
滞
納
増
加
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
こ
こ
に
あ
る
。
結
局
、
官
甲
の
設
置

以
後
、
糧
里
役
の
煩
累
は
免
れ
、
無
力
な
里
長
の
催
徴
・
比
較
の
苦
を
取
除
く
と
い
う
そ
の
目
的
の
主
要
な
一
部
は
達
成
し
た
が
、
紳

土
の
滞
納
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
白
排
自
比
白
牧
自
党
を
以
て
は
、
紳
士
の
滞
納
問
題
の
解
決
は
根
本
的
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
官
甲
の
設

置
に
は
、
官
戸
を
し
て
強
制
的
よ
り
は
自
発
的
に
税
糧
を
完
納
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
紳
士
に
道
徳

い
わ
ゆ
る
「
士
大
夫
」
意
識
に
訴
え
る
こ
と
で
、
完
納
へ
の
協
調
を
求
め
た
地
方
官
も
い
た
の
で
あ
る
。

的
な
勧
告
を
以
て
、

つ
ま
り
、「

士
大
夫
意
識
」
で
あ
れ
、

傾
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
勿
論
、
自
分
の
階
級
的
利
益
よ
り
公
の
利
益
を
優
先
さ
せ
、
税
役
改
革
を
推
進
し
た
紳
士
の
存
在
は
重

し
か
し
多
く
の
紳
士
は
、

「
天
下
の
公
議
」
で
あ
れ
、
自
分
の
（
階
級
的
）
利
益
を
超
え
て
そ
れ
に
耳
を



視
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
紳
士
の
「
良
心
」
に
依
拠
し
て
税
収
を
確
保
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
紳
士
の
滞
納
問
題
の
解
決
に
は
外
の
方
法
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
終
局
的
に
紳
士
の
優
免
廃
止
を
目

差
し
て
い
る
均
回
均
役
の
改
革
の
中
で
具
体
化
さ
れ
た
。
ま
さ
し
く
官
甲
の
廃
止
で
あ
弘
明
）
な
お
、
自
封
投
橿
的
徴
収
体
系
の
一
環
と

も
言
え
る
官
牧
官
免
の
実
施
も
、
紳
士
の
滞
納
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
か
に
思
わ
れ
私
噌
か
か
る
諸
改
革
の
実
施
と
共
に
新
た
に
展

関
さ
れ
る
紳
士
の
滞
納
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
自
封
投
植
的
徴
収
体
系
下
で
の
滞
納
問
題
を
扱
う
別
稿
に
譲
り
た
い
。

明末清初の税糧滞納に関する一考察

次
に
、
徴
収
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
滞
納
を
め
ぐ
っ
て
絶
え
ざ
る
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
地
方
官
と
紳
士
の
関
係

を
考
察
し
よ
う
。

清
代
と
は
異
な
り
、
明
律
に
は
紳
士
を
目
指
し
た
滞
納
罰
則
規
定
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
弘
治
の
『
問
刑
僚
例
』
以
来
、
勢

豪
大
戸
の
滞
納
に
対
す
る
強
力
な
罰
則
規
定
が
追
加
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
地
方
官
が
、
あ
く
ま
で
催
徴
に
応
じ
な
い
紳
士
を
罰
す
る
法
的

根
拠
は
備
わ
っ
て
い
た
と
見
て
も
良
か
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
法
的
処
罰
は
お
ろ
か
、
そ
の
滞
納
分
の
追
及
さ
え
行
い
得
な
い
州
鯨

官
が
多
数
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
紳
士
身
分
の
最
も
下
位
に
位
置
し
て
い
る
生
員
の
滞
納
さ
え
、
地
方
官
が
安
易
に
処
理
し
得
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
明
中

期
以
来
、
生
員
が
一
つ
の
階
層
と
し
て
成
立
し
、
強
力
な
同
流
意
識
を
以
て
集
団
を
形
成
し
て
地
方
社
会
の
無
視
し
難
い
勢
力
と
な
っ

た
の
は
、
既
に
諸
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
噌
彼
等
が
集
団
の
力
を
以
て
鯨
官
に
圧
力
を
加
え
た
こ
と
は
き
し
て
稀
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
滞
納
を
め
ぐ
っ
て
懸
官
と
対
立
す
べ
き
生
員
は
、
蘇
松
地
域
で
は
さ
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
こ
の
地
域
の
生
員
の
大
半
が
家
計
に
余
裕
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
滞
納
し
て
い
た
生
員
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の
多
く
は
、
前
述
し
た
「
頑
戸
」
の
範
曙
に
入
る
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
や
は
り
当
時
の
紳
士
滞
納
の
主
役
は
奉
人
以
上
の
上
層
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紳
士
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
史
料
上
現
れ
る
の
も
勿
論
こ
れ
ら
の
滞
納
が
中
心
で
あ
る
。

上
層
紳
士
の
滞
納
に
対
す
る
対
策
が
地
方
官
に
と
っ
て
も
っ
と
も
難
し
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
中
央
の
高
級
官

職
も
経
た
大
郷
紳
家
族
の
滞
納
に
対
し
て
は
、

一
個
の
豚
官
は
勿
論
、
地
方
の
高
級
官
員
も
手
の
打
ち
様
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従

（
川
町
）

っ
て
明
末
の
江
南
地
域
に
お
い
て
紳
士
の
滞
納
に
は
手
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
た
地
方
官
が
大
部
分
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

赴
任
す
る
や
、
紳
士
の
滞
納
に
つ
い
て
、

勿
論
例
外
的
な
人
物
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
的
人
物
が
か
の
有
名
な
海
瑞
で
あ
ろ
う
。
彼
は
麿
天
巡
撫
に

「
田
土
が
あ
る
所
に
は
当
然
税
糧
が
あ
る
。
世
の
中
に
こ
ん
な
ば
か
げ
た
事
が
あ
ろ
う
か
。
」

と
述
べ
つ
つ
、
隷
下
の
鯨
官
に
紳
士
に
対
す
る
強
力
な
催
徴
を
行
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
紳
士
の
強
力
な
反
挺
を
受
け
、

ま
た
他
の
事
も
絡
ん
で
八
箇
月
後
に
は
退
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
巡
撫
で
あ
っ
た
時
、
彼
は
戸
部
侍
郎
語
太
初
あ
て
の
書
信
で
、

「
江
南
巡
撫
の
完
糧
は
誠
に
一
大
苦
事
で
あ
る
J

と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

海
瑞
以
後
は
、
寓
暦
一
万
年
よ
り
七
年
ま
で
の
巡
撫
で
あ
っ
た
宋
儀
望
と
胡
執
曜
は
、
張
居
正
の
支
援
を
パ
ヅ
グ
と
し
て
、
紳
士
の
滞

納
処
理
に
手
を
付
け
て
い
る
。
し
か
し
四
年
七
月
ま
で
在
任
し
た
宋
儀
望
の
時
の
反
援
は
激
し
く
、
宋
は
様
々
の
困
難
に
直
面
し
た
。

そ
の
よ
う
な
宋
に
張
居
正
は
激
励
の
書
簡
を
送
り
、

豪
家
田
至
七
高
頃
、
糧
至
二
寓
、
又
不
以
時
納
、
：
：
・
今
議
者
率
目
、
吹
求
太
急
、
民
且
逃
亡
潟
範
。
凡
此
、
皆
姦
人
鼓
設
以
揺

上
。
可
以
惑
愚
闇
之
人
、
不
可
以
歎
明
達
之
士
也
。

と
述
べ
、
豪
家
の
滞
納
整
理
が
苛
酷
で
あ
っ
て
民
乱
に
至
る
と
い
う
意
見
が
多
い
が
、
そ
れ
は
皆
「
姦
人
」
の
策
略
で
あ
り
、

「
明
達

之
土
」
は
決
し
て
惑
わ
さ
れ
な
い
と
言
う
。
そ
の
後
の
胡
執
程
（
寓
暦
四

l
七
年
在
任
〉
あ
て
の
手
紙
で
は
、



往
属
陽
山
公
稿
矯
経
理
、
而
人
心
玩
燭
日
久
、

一
豆
駿
縄
以
法
、
人
遂
不
堪
、
誘
議
四
起
。

〈
則
）

と
述
べ
、
「
腸
山
公
」
つ
ま
り
宋
儀
望
に
よ
る
刑
罰
を
も
伴
っ
た
滞
納
整
理
へ
の
不
満
が
、
宋
儀
望
へ
の
誇
議
と
な
っ
て
湧
出
し
た
と

言
う
。

明末清初の税糧滞納に関する一考察

一
方
、
胡
執
麓
の
場
合
は
、
紳
士
の
滞
納
の
駆
除
に
あ
る
程
度
の
成
果
を
挙
げ
た
ら
し
い
。
そ
の
具
体
的
な
施
策
内
容
は
不
明
で
あ

る
が
、
彼
は
自
ら
直
接
現
地
を
調
査
し
、
紳
士
の
土
地
所
有
状
況
と
滞
納
状
態
と
を
公
侭
す
る
方
法
を
以
て
取
立
て
た
よ
う
で
あ
る
。

（
非
剛
非
柔
）
な
最
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
誉
め
て
い
る
。

張
は
、
胡
の
そ
う
し
た
方
法
が
「
不
吐
不
茄
」

宋
で
あ
れ
胡
で
あ
れ
ー
張
居
正
の
執
政
と
い
う
例
外
的
時
代
で
な
か
っ
た
ら
、
到
底
そ
う
い
う
政
策
は
施
行
で
き
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
張
の
死
後
、
紳
士
の
滞
納
に
直
接
に
手
を
出
し
た
地
方
官
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
体
は
紳
士
と
の
妥
協
の
方

を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
地
方
を
統
治
す
る
に
は
紳
士
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
地
方
官
自
身
も
紳
士
の
一
員
で
あ
り
、
自
分
の

将
来
も
紳
士
の
与
論
公
議
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
弘
知
〉
従
っ
て
あ
る
程
度
納
め
て
く
れ
ば
、
そ
れ
以
上
は
追
及
し
な
い
と
い

う
一
種
の
横
行
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
お
互
い
に
成
立
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
引
用
し
た
『
雲
間
接
目
抄
』
の
傍
点
を
付
し

た
部
分
、
即
ち
あ
る
奉
人
の
税
糧
納
付
額
が
九
割
に
達
す
る
と
、
地
方
官
は
そ
れ
以
上
の
取
立
て
は
行
わ
な
い
（
己
足
九
分
、
便
置
不

比
）
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
事
実
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
漬
島
一
敦
俊
氏
に
よ
っ
て
紹
介
・
分
析
さ
れ
た
、
明
末
湖
州
府
南
海
銀
の
郷
紳
荘
元
臣
の
文
章
郡
中
で
、
こ
の
重
夫
を
如

実
に
物
語
る
記
事
が
存
在
す
る
の
を
、
同
氏
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
高
暦
三
十
七
年
荘
一
克
臣
が
、
自
分
の
留
守
の
時
、
家
族
が
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行
う
べ
き
こ
と
を
書
い
た
部
分
で
あ
る
。
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凡
毎
年
根
米
正
根
外
、
毎
石
加
贈
一
斗
、
折
銀
毎
雨
加
贈
二
分
。
粒
米
倶
要
清
楚
、
不
得
描
欠
。
折
銀
止
要
完
九
限
、

（

附

）

可
（
恭
一
演
島
氏
「
完
」
に
推
定
）

八
限
半
元

こ
こ
で
荘
一
万
臣
は
、
税
銀
は
八
割
五
分
か
九
割
だ
け
納
め
れ
ば
良
い
と
家
族
に
指
示
を
与
え
て
い

ι噌

『
雲
間
接
目
抄
』
の
記
事
は
、
茄
療
が
高
暦
二
十
年
代
自
分
の
見
聞
を
基
に
し
て
当
時
の
賦
役
上
の
問
題
点
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、

荘
元
臣
の
記
録
は
、
彼
が
家
政
に
つ
い
て
家
族
に
指
示
す
る
、
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
文
書
で
、

E
つ
日
常
的
・
実
用
的
な
性
格
の

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
滞
納
関
連
記
事
は
当
時
の
通
例
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

所
詮
、
紳
士
側
か
ら
見
て
も
、
税
橿
全
体
を
滞
納
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
や
は
り
あ
る
程
度
の
黙
認
さ
れ
る
線
ま
で
滞
納
し
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
「
あ
る
程
度
」
は
右
の
史
料
に
よ
っ
て
一
割
乃
至
一
割
五
分
と
見
て
良
か
ろ
う
。
要
す
る
に
、
明
末
蘇
松
地
域
で
、

少
な
く
と
も
紳
士
の
一
jot

－
－
一
・
五
割
ぐ
ら
い
の
税
糧
滞
納
は
、
鯨
官
に
黙
認
さ
れ
、
且
つ
地
方
社
会
の
慣
行
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

敢
え
て
言
え
ば
、
紳
士
は
、

一
定
の
滞
納
は
当
然
の
こ
と
と
し
、
自
分
が
享
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
代
に
地
方
官
の
銭
糧
考
成
が
強
化
さ
れ
、
牒
官
が
滞
納
分
を
一
掃
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
厳
し
い
状
況
の
下
で
も
、
あ
ま
り
そ

の
成
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
の
は
、
か
か
る
滞
納
慣
行
の
根
強
さ
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
切
迫
し
た
催
徴
も
紳
士
の
滞
納
対

策
に
別
に
効
果
が
な
い
と
見
た
清
朝
は
、
遂
に
江
南
奏
錯
案
と
い
う
前
代
未
聞
の
紳
士
の
大
量
処
罰
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
奏

錯
案
以
後
の
紳
士
の
滞
納
問
題
や
明
末
以
来
の
滞
納
対
策
は
、
稿
を
別
に
し
て
扱
い
た
い
。



結

語

以
上
、
明
末
清
初
の
蘇
松
地
域
に
お
い
て
有
力
者
の
税
糧
滞
納
の
遣
り
方
と
そ
の
滞
納
蔓
延
の
背
景
を
検
討
し
て
見
た
。
ま
ず
、
明

末
に
お
け
る
有
力
者
の
滞
納
の
激
増
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
契
機
を
推
定
し
た
。

一
、
里
長
の
階
層
低
下
。
十
六
世
紀
以
後
も
力
役
と
し
て
残
存
し
た
皇
甲
正
役
は
、
有
力
者
の
避
役
の
た
め
、
就
役
者
の
階
層
は
漸

明末清初の税糧滞納に関する一考察

次
低
下
し
、
且
つ
役
自
体
も
分
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
以
前
と
は
違
っ
て
郷
村
の
非
有
力
者
が
有
力
者
を
催
徴
す
る
こ
と
に

な
り
、
催
徴
及
び
代
賠
の
困
難
に
よ
っ
て
滞
納
増
大
の
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
た
。

二
、
均
糧
の
実
施
。
嘉
靖
十
年
代
、
官
民
団
の
区
別
な
し
の
一
律
科
派
は
、
有
力
戸
の
負
担
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
滞
納
を
増
大
・
促

進
す
る
影
響
を
与
え
た
。

三
、
免
役
特
権
か
ら
免
糧
特
権
へ
の
変
化
。
紳
士
が
本
来
享
有
し
て
い
た
免
役
特
権
が
、
十
六
世
紀
以
来
雑
役
の
銀
納
化
に
つ
れ
て

実
質
的
に
免
糧
特
権
に
変
化
し
た
。
紳
士
の
大
土
地
所
有
の
拡
大
の
た
め
、
そ
の
優
免
額
は
制
限
さ
れ
た
が
、
彼
等
は
そ
の
制
限
額
を

越
え
て
滞
納
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
か
か
る
変
化
が
著
し
か
っ
た
嘉
靖
年
聞
を
、
有
力
者
の
滞
納
が
増
加
し
始
め
る
時
期
と
想
定
し
た
。
そ
の
滞
納
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
両
者
が
確
然
に
分
け
ら
れ
な
い
部
分
も
あ
っ
た
が
、
非
特
権
有
力
戸
と
紳
士
と
を
分
け
て
検
討
し
た
。
非
特
権
有

力
戸
は
、
主
に
、
徴
収
制
度
及
び
地
方
行
政
上
の
盲
点
を
利
用
し
て
滞
納
し
た
。
旦
長
に
課
さ
れ
た
一
次
的
責
任
を
利
用
し
て
彼
に
転

嫁
し
た
り
、
書
吏
保
歎
等
の
郷
村
土
着
勢
力
と
結
託
し
て
滞
納
事
実
を
隠
し
た
り
し
た
。
ま
た
か
か
る
こ
と
は
、
銭
糧
考
成
の
援
や
か

47 

さ
（
明
末
）
、
又
は
滞
納
分
鋪
免
（
清
初
〉
に
よ
っ
て
官
側
が
滞
納
を
徹
底
し
て
追
及
し
な
い
可
能
性
を
も
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
紳
士
の
方
は
、
そ
の
政
治
的
社
会
的
力
を
利
用
し
て
滞
納
し
た
。
明
末
に
は
紳
士
の
一
定
程
度
（
一
l
i
一
・
五
割
）
の

滞
納
は
、
地
方
官
側
か
ら
も
黙
認
さ
れ
、
慣
行
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
紳
士
の
滞
納
の
蔓
延
は
、
明
中
期
以
後
地
方
社
会
で
指
導
層
に
登
場
し
て
来
た
紳
士
層
を
、
地
方
政
府
が
押
え
ら
れ
な

一
方
、
非
特
権
有
力
戸
の
滞
納
は
、
そ
れ
こ
そ
郷
村
社
会
内
部
構
造
の
強
固
性
、
地
方
行
政
が
浸

か
っ
た
こ
と
の
表
現
と
も
言
え
る
。

透
し
難
い
強
固
性
の
表
現
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
上
、
国
家
と
地
方
社
会
と
を
繋
い
で
い
た
税
役
制
度
で
あ
る
里
甲
制
の
機
能
が
著

し
く
低
下
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
当
然
国
家
側
は
こ
の
税
役
制
度
の
改
編
を
図
り
、
清
初
ま
で
に
は
白
封
投
橿
と
官
牧
官
免
と
を
骨

幹
と
す
る
徴
収
体
系
が
登
場
す
る
。
徴
収
体
系
の
変
更
以
後
も
、
決
し
て
消
滅
し
な
か
っ
た
滞
納
の
分
析
が
、
次
の
課
題
と
な
る
。

‘王
（

1
）
 

（

2
）
 

滞
納
が
盛
ん
で
あ
っ
た
事
実
に
、
何
等
か
触
れ
て
い
る
論
文
は
非
常
に
多
い
が
、
滞
納
そ
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

岩
見
宏
「
薙
正
年
聞
の
民
欠
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
十
八

i
三
、
一
九
五
九
）
が
唯
一
と
も
言
え
る
専
論
で
あ
る
。
た
だ
岩
見
氏

の
こ
の
論
文
は
民
欠
発
生
の
構
造
的
分
析
を
目
標
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

財
政
問
題
と
関
連
し
て
言
及
し
た
も
の
に
は
、

HN
・
出
口

gmw
同3
b
H白及

s
g
n同
の
包
巴
町
、
、
お
さ
き
芯
』
町
民

3
S尽
な
め
凡
H
H
S
S
H
F
－。室町宮、、
H

旨．芯
h
q
h
S悼由（沼町耳、

JE円F
H申
立
）
が
参
考
と
な
る
。
特
に
同
書
一
四
五

l
七
頁
参
照
。
財
政
問
題
及
び
奏
錆
案
と
の
関
連
で
滞
納

を
扱
っ
て
い
る
研
究
に
は
、
宮
崎
一
市
「
清
初
に
お
け
る
官
僚
の
考
成
｜
清
初
財
政
史
の
一
働
〈
一
〉
｜
」
（
『
釧
路
論
集
』
一
、
一
九
七
0
1

』
・
口
市
ロ
ロ
R
H
S
F
J吋山田円即日河市町。円
B
目白色

F
O
B－
。
。
口
々
o－
一
叶
『
刊
の
開
口
同
ぷ
ア
切
口
「
巾
同
M
M
n
E門
門
口
〉
呂
田
口
円
四
∞
口
当
日
〈
2

5巾。。口且

宮
町
田
ぺ
J
m，
・
巧
呉
市
HHgロ
マ
・
俸
の
－

C
B
E
E－－
qb誌
－
冶
宣
言
、
。
S
H
3ご
誌
h
島町時同さ
K
V

問
、
町
白
目
。
宣
言
（
切
巾
円
宮
－

4
・
5
3）油

川
勝
守
『
中
国
封
建
国
家
の
支
配
構
造
』
（
東
京
、
一
九
八

O
〉
等
が
あ
る
。

奏
錆
案
研
究
の
元
祖
と
も
言
え
る
孟
森
「
奏
鋪
案
」
（
『
心
史
叢
刊
』
一
ー
ー
一
一
一
集
、
一
九
二
ハ
）
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
研
究
が
清
朝
の

対
紳
士
政
策
の
解
明
に
重
点
を
置
い
て
来
た
。
郭
松
義
「
江
南
地
主
階
級
与
清
初
中
央
集
権
的
矛
盾
及
其
発
展
和
変
化
」
（
『
清
史
論
叢
』

（

3
）
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ハ
4
〉

一
、
一
九
七
九
〉
も
こ
の
例
に
属
す
る
o
F・
O
－
同
町
白
色
町
円
＼
d
F
E
g
m
ω
n
r
o
H白
吋
曲
目
ロ
円
四
岳
間
関

R
q
呂田口
nvロ
m
g
g
J
国』〉
ω

2
・
5
2・
同
・
国
・
。

H
S
F
寸
。
ロ
丘
町
田
恒
E
Hロ丸山同丘町
0

5

0

ご
Z
O宮
山
知
叩
m
g
q
H
E－－
E
S
J
』
k
r
m
s－

M
－
同
由
誌
、
等
は
、

紳
士
政
策
と
財
政
確
保
の
両
面
を
共
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
や
は
り
重
点
は
前
者
に
置
い
て
い
る
。

本
格
的
な
論
議
で
は
な
い
が
、
小
野
和
子
「
明
末
清
初
に
お
け
る
知
識
人
の
政
治
行
動
｜
｜
特
に
結
社
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
筑
摩
書
房

『
世
界
の
歴
史
、
十
一
、
ゆ
ら
ぐ
中
華
帝
国
』
、
東
京
、
一
九
六
一
）
一

O
四
｜
五
頁
に
そ
の
観
点
が
見
え
る
。

本
稿
で
、
紳
士
と
は
紳
と
土
と
を
合
称
す
る
意
味
で
使
う
。
し
か
し
、
紳
士
内
部
を
上
・
下
層
に
区
分
す
る
時
は
、
伝
統
的
な
意
味
の
ま

ま
解
釈
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
紳
と
士
の
用
語
を
避
け
、
張
仲
穫
の
用
語
を
借
り
て
上
層
紳
士
・
下
層
紳
士
を
使
い
た
い
。
た
だ
区
分
基
準

は
張
に
は
従
わ
ず
、
そ
の
資
格
で
以
て
直
ち
に
官
僚
に
就
職
し
得
る
拳
人
以
上
を
上
層
紳
士
と
す
る
。
。

E
ロ向山町内
U
F
E
m－
吋
宮
内
主
君
認

の室町『し
FHWHSh民
間
陶
芸
同
】
』
崎
町
、
河
口
町
喝
な

H
5ま
な
さ
急
円
U
S
Sミ

nb宮
町
認
匂
色
町
民
情
HH
（
ω
2
2
z・
呂
田
印
〉
可
制
》
・
∞
！
？
及
び
関
斗

基
「
清
代
生
監
層
の
性
格
｜
｜
特
に
そ
の
個
別
的
階
層
性
を
中
心
に
」
（
『
亜
細
亜
皐
報
』
一
一

O
、
一
九
六
五
、
後
に
同
氏
『
中
国
近
代
史

研
究
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
三
、
に
再
収
、
日
訳
は
『
明
代
史
研
究
』
四
、
五
、
一
九
七
六
、
一
九
七
七
〉
参
照
。

た
だ
、
非
特
権
有
力
戸
の
滞
納
の
や
り
方
に
紳
士
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
上
「
頑
戸
」
・
「
豪
猪
」
等
で
表
現
さ

れ
る
も
の
が
必
ず
し
も
紳
士
を
除
い
て
い
な
い
こ
と
に
縁
由
す
る
。
し
か
し
一
応
本
稿
で
は
、
「
頑
戸
」
が
決
し
て
紳
士
と
対
立
さ
れ
る

概
念
で
は
な
い
と
い
う
留
保
を
付
け
つ
つ
、
非
特
権
有
力
戸
の
代
名
詞
に
使
う
こ
と
と
す
る
。

顧
炎
武
「
蘇
松
二
府
閏
賦
之
重
」
『
日
知
録
集
穣
』
巻
十
、

8
b
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
四
年
影
印
本
〉
。

同
右
。

森
正
夫
「
明
中
葉
江
南
に
お
け
る
税
糧
徴
収
制
度
の
改
革
｜
｜
蘇
州
松
江
二
府
を
中
心
と
し
て

1

1」
（
小
野
和
子
編
『
明
清
時
代
の
政

治
と
社
会
』
、
京
都
、
ハ
一
九
人
三
）
三
八
五
頁
。

同
右
論
文
参
照
。

『
明
寅
録
』
嘉
靖
九
年
十
月
辛
未
条
。

何
良
俊
『
四
友
鷲
叢
説
』
巻
十
三
、
史
九
、
ハ
中
華
書
局
一
九
八
三
一
年
排
印
本
）
一
一

O
頁。

宮
・
民
田
の
税
糧
負
担
の
差
を
緩
和
す
る
た
め
周
枕
以
来
実
施
さ
れ
て
来
た
論
糧
加
耗
よ
り
さ
ら
に
進
ん
だ
方
法
で
、
田
土
一
畝
当
一
定

の
加
耗
額
を
賦
課
し
た
も
の
。
松
江
府
で
は
、
弘
治
八
年
巡
撫
朱
遣
の
実
施
以
後
、
そ
の
置
廃
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
森
正
夫

（

5
）
 

（

6
〉

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
〉

〈

叩

〉

（

日

）

（

ロ

〉

（
刊
日
）
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（
リ

H
）

前
掲
論
文
四

O
九
、
四
一
九
四
二
二
具
参
照
。

官
・
民
田
区
別
な
し
に
畝
当
り
の
徴
収
額
を
一
元
化
し
た
も
の
。
嘉
靖
十
七
年
巡
撫
欧
陽
鐸
の
実
施
命
令
以
後
、
江
南
地
域
に
次
々
と
実

施
さ
れ
た
。
森
、
同
右
論
文
三
九
二
－
｜
一
二
頁
参
照
。

森
、
同
右
論
文
四

0
0｜
一
、
四
二
一
、
四
四
一
一
良
等
参
照
。

『
四
友
清
叢
説
』
巻
十
二
、
一
一

O
i
一頁。

間
開
有
光
『
震
川
先
生
集
』
巻
入
、
「
論
三
直
賦
役
水
利
書
」
、
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
一
年
排
印
本
）
上
冊
一
六
七
｜
八
頁
。

『
四
友
清
叢
説
』
巻
十
二
、
一
一
一
頁
。

演
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』
（
東
京
、
一
九
八
二
）
二
ゴ
二
頁
参
照
。

何
良
俊
が
触
れ
な
か
っ
た
、
論
回
加
耗
の
実
施
と
大
戸
の
利
害
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
た
、
松
江
地
域
の
大
戸
の
階
層
的
利

害
問
題
に
つ
い
て
は
、
森
、
前
掲
論
文
四
二
九

l
四
三
回
頁
参
照
。

海
瑞
「
官
翠
等
冊
式
」
、
『
海
瑞
集
』
（
中
華
書
局
一
九
八
一
年
排
印
本
〉
上
冊
二
七
二
頁
。

王
世
貞
「
張
居
正
俸
」
（
『
園
朝
獄
徴
録
』
巻
十
七
〉

M
m
a
｜
b
o

徐
必
達
『
南
州
草
』
巻
九
、
「
酌
慮
賦
役
公
移
」
お

b
lお
a
。
「
：
：
・
卑
勝
之
民
、
尚
俄
而
務
本
、
畏
罪
而
急
公
、
是
以
賦
無
遁
負
。

嘗
事
者
見
其
賦
無
遁
負
也
、
謂
此
沃
土
所
致
。
不
知
各
照
之
有
遁
負
、
皆
其
土
聞
、
其
人
在
、
而
豪
猪
蓮
五
局
者
也
。
」

『
清
賓
録
』
順
治
四
年
一
一
一
月
丙
辰
条
。

た
だ
、
こ
れ
は
官
吏
の
中
間
着
服
分
も
含
ん
で
お
り
、
真
実
の
滞
納
額
の
比
率
と
は
言
え
な
い
。
康
照
元
年
よ
り
八
年
ま
で
の
滞
納
額
に

は
、
中
同
着
服
分
か
一
割
に
も
丸
ば
ず
、
真
実
の
滞
納
か
大
部
分
で
あ
っ
た
が
（
乾
隆
『
蘇
州
府
志
』
巻
下
回
賦
一
一
一
、
慕
天
顔
「
詰

除
荒
明
疏
」

M
a
）
、
外
に
は
史
料
が
見
当
ら
ず
不
明
で
あ
る
。

鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」
ハ
『
近
代
中
国
研
究
』
二
輯
、
一
九
五
八
〉
二

O
二長。

例
え
ば
、
『
明
貫
録
』
隆
慶
四
年
七
月
戊
辰
条
に
「
戸
部
奏
、
雨
京
十
二
一
省
積
遁
京
庫
銀
至
二
百
高
、
蘇
州
松
江
常
州
三
府
潟
甚
。
」
と

か
『
張
太
岳
集
』
巻
四
六
、
請
鎖
積
遁
以
安
民
生
疏
に
「
昨
査
戸
部
、
自
隆
慶
元
年
起
、
至
高
暦
七
年
止
、
各
直
省
未
完
帯
徴
銭
糧
一
百

品開寓
0

・
：
：
蘇
松
一
向
府
抱
欠
至
七
十
儀
高
。
」
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

葉
夢
珠
『
閲
世
編
』
巻
六
、
賦
税
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
一
年
排
印
本
）
一
四
一
一
長
。

（日）

（
日
山
〉

（

U
〉

（
刊
日
）

（凶〉

（

却

）

（幻）
（幻）

〈お）

（

剖

〉

（お〉
（お）

（幻〉
（叩却〉
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宋
儀
望
『
華
陽
館
文
集
』
巻
六
、
「
呉
邑
役
回
碑
」

7
a
。

康
開
十
三
年
江
蘇
布
政
使
慕
天
顔
も
、
江
南
地
方
の
滞
納
額
数
の
大
半
が
蘇
松
地
域
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
慕
天
顔
「
請
減
浮

糧
疏
」
ハ
乾
隆
『
蘇
州
府
志
』
巻
十
回
賦
一
二
）
ロ

a
。

康
照
二
十
一
年
江
寧
巡
撫
慕
天
顔
は
、
康
照
九
年
以
前
の
蘇
松
地
域
の
滞
納
率
が
二

O
%乃
至
一
二

O
%で
あ
る
と
言
う
。
慕
天
顔
「
再
陳

蘇
松
浮
糧
疏
」
同
右
書
店

a
。

里
甲
制
初
期
の
旦
長
と
違
っ
て
、
里
甲
正
役
が
分
化
さ
れ
た
後
、
税
糧
の
催
緋
を
担
当
し
た
役
を
指
す
。
蘇
松
地
域
で
は
「
経
催
」
と
も

呼
ば
れ
た
。
以
下
、
別
の
説
明
が
な
い
限
り
、
本
文
の
里
長
は
こ
の
経
催
と
同
意
語
で
あ
る
。
潰
島
、
前
掲
書
二
二

O
i二
頁
参
照
。

山
根
幸
夫
『
明
代
径
役
制
度
の
展
開
』
ハ
東
京
、
一
九
六
七
〉
一
一
一
一
一
｜
四
頁
。

原
則
的
に
蘇
松
地
域
で
も
こ
の
力
役
が
消
滅
す
る
の
は
康
照
十
年
代
以
後
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
演
島
、
前
掲
書
四

O
六
頁
参
照
。

例
え
ば
、
賦
役
関
係
記
事
で
定
評
あ
る
崇
禎
『
松
江
府
士
山
』
巻
十
一
・
十
二
役
法
に
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

R
・
フ
ァ
ン
前
掲

書

一

五

O
頁
、
叶
正
Dm－

Z¢
わ
円

p
h
R
a
h
c
s
s童
S
H
S
q
b
m詰
白
喜
弘
司
、
忌
同
町
、
三
苫

h・
3
件
同
丘

o
E
L甲
町
N
）同
V

・H
8・
等
も
参
照
。

顧
公
安
『
消
夏
関
記
摘
抄
』
上
、
「
大
猪
天
報
」
（
『
泊
分
棲
秘
笈
』
二
集
〉
担

b
lお
a
。

『
震
川
先
生
集
』
別
集
巻
九
公
移
、
「
回
湖
州
府
間
長
輿
蘇
土
俗
」
、
下
冊
九
一
一
一
一
｜
一
一
一
頁
、
「
田
制
難
有
定
額
、
其
俗
以
洪
武
租
名

篤
戸
、
徴
政
之
際
、
互
相
推
調
。
：
：
：
文
有
深
山
大
戸
、
終
歳
不
聴
拘
援
者
。
」

康
照
年
聞
に
税
役
制
度
の
改
革
の
一
環
と
し
て
裁
票
法
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
は
、
必
ず
し
も
皇
長
の
報
告
を
通
じ
な
く
て
も
欠
戸
摘
発
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
潜
杓
燦
『
未
信
編
』
巻
二
徴
比

4
b、
却

a
l
b、
及
び
黄
六
鴻
『
福
恵
全
書
』
巻
七
摘
牟
頑

戸

8
a
l
b
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。

高
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
一
六
四
刑
部
六
、
牧
糧
違
限

2
a
l
b
、
光
緒
『
大
清
食
典
事
例
』
巻
七
五
八
、
戸
律
倉
庫
、
牧
糧
違
限
l
a

－
－

b
。

塵
同
祖
、
前
掲
書
一
三
八
頁
に
は
、
『
福
恵
全
書
』
と
『
幕
拳
拳
要
』
を
引
用
し
て
こ
の
こ
と
を
一
般
的
な
現
象
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

崇
禎
『
松
江
府
士
宮
巻
十
一
役
法
一
、
「
寓
暦
己
酉
華
亭
誘
公
紹
昌
経
催
議
」

6
a
｜
b
o

『
未
信
編
』
巻
二
徴
比
、
日

a
。

超
廷
臣
「
通
行
各
属
徴
糧
撤
」
（
『
資
治
新
書
』
二
集

（

mm〉
（
初
〉

（

M
U）
 

〈

お

〉

r、、 r、、 r『、
35 34 33 、、J 、、J 、、J

（

部

）

（町出〉
（

部

〉

（

お

〉

（
州
制
）

（

H
U
U
 

（
必
〉

ハ
必
〉

巻
一
〉

1
b
。
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ハH
H
）

（必〉

（
付
制
）

同
注
位
。

崇
禎
『
松
江
府
志
』
巻
十
一
、
「
島
市
禎
己
巳
華
亭
鄭
公
友
玄
酌
議
賦
役
以
建
民
困
八
款
、
一
経
催
十
甲
均
緋
議
」

9
a
l
b
。

こ
れ
も
嘉
靖
末
年
以
後
分
化
さ
れ
た
糧
役
を
指
す
。
蘇
州
府
で
は
糧
長
が
豆
長
か
ら
祭
充
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
山
根
、
前
掲
書

五
O
頁
、
及
び
演
島
、
前
掲
書
二
二
二
一
良
参
照
。

崇
禎
『
松
江
府
士
山
』
巻
十
二
役
法
二
、
「
崇
禎
己
巳
華
亭
鄭
公
友
玄
牧
先
議
」

u
b
l日
a
。

修
彰
年
「
議
差
糧
呈
僕
輸
回
文
」
（
『
資
治
新
書
』
二
集
巻
一
）

9
b
l
m
a
。

『
未
信
編
』
巻
二
、
「
裁
票
免
比
法
陳
呉
豚
稿
」
日

a
。

李
之
芳
『
疎
蕗
草
』
附
録
「
賦
役
詳
稿
」
、
分
守
道
奉
按
院
一
件
篤
博
採
利
弊
事

m
b
l
H
a
。

華
亭
燃
で
は
、
山
戸
市
禎
初
年
頃
知
豚
鄭
友
玄
が
、
遺
賦
及
び
豆
長
の
困
境
等
へ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
毎
月
二
回
の
期
限
を
一
回
に
減
ら
し

て
お
り
（
向
註
必
「
：
：
：
経
催
十
甲
均
弊
議
」

m
a
l
H
a
）
、
康
照
年
間
の
呉
蘇
で
は
毎
月
二
回
で
あ
っ
た
（
『
未
信
編
』
巻
二
、
幻

a

l
b）
。
他
の
場
合
は
、
開
館
、
前
掲
書
一
一
一
一
回
、
二
八
八
｜
九
頁
参
照
。

『
未
信
編
』
巻
二
、

6
b
。
な
お
襲
、
同
右
垂
直
二
一
一
八
頁
も
参
照
。
以
下
、
比
較
過
程
の
記
述
は
『
未
信
編
』
巻
二
、

6
b
、
m
b
l

n
a等
に
基
づ
い
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

王
永
士
口
「
立
法
徴
牧
詳
文
」
（
『
資
治
新
書
』
巻
一
〉

m
a
。

『
未
信
編
』
巻
二
、

6
a
l
b
。

同
注
目
。

『
未
信
編
』
巻
二
、

6
b
。

崇
禎
『
松
江
府
士
山
』
巻
十
一
、
震
紹
昌
「
経
催
議
」

6
b
1
7
a
に
は
、
納
戸
の
完
欠
の
分
数
が
総
書
・
櫨
書
の
記
入
次
第
で
あ
り
、
実

際
の
完
欠
状
況
の
判
別
が
つ
か
な
い
と
記
し
て
あ
る
。

『
未
信
編
』
巻
二
、

4
a
。

同
注
必
。
な
お
、
菰
療
『
雲
間
援
目
抄
』
巻
四
記
賦
役
、

4
b
に
も
関
連
記
事
が
あ
る
。

里
長
が
回
帰
城
で
銭
糧
を
納
付
す
る
際
宿
泊
す
る
宿
屋
の
主
人
で
、
豆
長
の
納
税
保
証
人
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
西
村
元
照
「
清
初
の
包
撹
」

（
『
東
洋
史
研
究
』
一
二
五

i
三
、
一
九
七
六
）
一
一
六
頁
参
照
。

（

U
）
 

（叫叩）
（川叩）

（印〉
（日）

（臼〉
〈臼〉

（臼〉
（日）

（

同

）

（

貯

）

（部）
（

悶

）

（

ω）
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嘉
靖
年
間
の
兵
部
尚
書
を
経
た
胡
世
寧
は
、
正
徳
以
後
州
県
官
が
頻
り
に
・
交
代
さ
れ
過
客
の
よ
う
に
な
っ
た
と
表
現
し
て
い
る
。
胡
世
寧

「
守
令
定
例
疏
」
（
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
一
一
三
G
I
b－

2
a
。

案
一
相
ご
篠
鞭
議
」
（
『
牧
令
書
』
巻
十
一
）

m
a
。

『
張
太
岳
集
』
巻
四
十
、
「
請
揮
有
司
錫
蓮
賦
以
安
民
生
疏
」

5
a
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
人
四
年
影
印
本
〉
。

茅
海
建
・
宋
堅
之
「
張
厨
正
綜
核
名
実
的
思
想
和
他
的
考
成
法
」
ハ
『
中
国
古
代
史
論
叢
』
一
九
八
一
年
二
一
斡
〉
一
五
一
｜
一
一
頁

明
代
州
蘇
官
の
銭
糧
考
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（臼〉

r、、，，－－..，..、、，，－－..
65 64 63 62 
、、J 、＿＿，、、J 、、J

八 占ノ、四 一

九
分 分 分

分以上，， ，， ，， 

降 降俸

級調
級

嘉靖

四
用 十

書復閥 年

降
降俸

級調用 級

書

童九詰復

参
照
。

＊
布
政
使
・
知
府
の
場
合
は
所
属
州
懸
の
完
失
分
数
を
総
計
し
て
同
じ
基
準
で
考
課
す
る
。

＊
典
拠
日
高
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
二
十
九
、
徴
牧
、
ロ

b
！
日

a
、
日

b
l
m
a
。

宮
崎
一
市
、
前
掲
論
文
四
一
、
五

O
頁
所
載
の
表
を
参
照
。

『
閲
世
編
』
巻
六
、
一
一
三
ハ
頁
に
、
「
自
是
而
後
、
経
徴
之
官
、
皆
以
十
分
担
周
考
成
、
給
不
如
額
、
郎
使
襲
賞
再
世
、
不
免
参
罰
。
故
守

令
皇
皇
、
惟
以
徴
糧
篤
事
、
一
切
撫
字
、
俣
不
及
謀
。
」
と
あ
る
。

韓
世
清
「
蘇
松
浮
糧
疏
」
（
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
二
九
賦
役
）
及
び
光
緒
『
蘇
州
府
士
山
』
巻
六
十
八
名
賢
一
、
馬
祐
、
等
の
記
事
に

よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
な
お
』
－

m－
君
主
F
M
3
h
w

向恩師
H
3
．a
ミ
ぼ
魚
崎
町
誌
な
設
』
い
白
岡
町
』
ベ
遺
骨
ミ
を
の
と
き
〈
Z
刊当

J

『O
円

F

E叶
N
〉

R
Y
U
1
M
l誌
で
は
順
治
よ
り
薙
正
年
間
ま
で
の
呉
懸
と
長
洲
懸
の
知
勝
の
昇
降
数
を
調
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
特
に
順
治
よ
り
康

照
初
期
ま
で
に
集
中
し
て
、
昇
進
よ
り
降
・
草
職
が
多
い
。

ハ伺）

（
同
町
）

（

伺

）
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〈

印

〉

演
島
、
前
掲
書
三
九
九
｜
四

O
一
二
一
貝
、
山
本
英
史
「
清
初
に
お
け
る
包
携
の
展
開
」
（
『
東
洋
学
報
』
五
九

l
一
・
二
、

四
四
｜
六
頁
等
参
照
。

『
未
信
編
』
巻
二
、
「
裁
票
免
比
法
陳
呉
豚
稿
。
」

山
本
、
前
掲
論
文
一
五
O
｜
二
一
良
参
照
。

演
島
、
前
掲
書
四

O
六
｜
八
頁
、
山
本
、
同
右
論
文
一
五
五
1
入
頁
、
及
び
西
村
、
前
掲
論
文
参
照
。

例
え
ば
、
劉
翠
溶
「
清
初
順
治
康
照
年
間
減
免
賦
税
的
過
程
」
、
『
史
語
所
集
刊
』
三
七
下
、
一
九
六
七
。

康
照
二
十
年
か
ら
は
、
次
年
度
分
ま
で
錫
免
す
る
本
格
的
な
錨
免
で
あ
る
。
王
慶
雲
『
石
渠
徐
記
』
巻
一
紀
錫
免
、
六
二
！
l
四
頁
（
台

北
文
海
出
版
社
影
印
本
〉
、
及
び
粛
一
山
司
清
代
通
史
』
〈
北
京
、
一
九
一
一
一
二
〉
一
冊
八
一
二

l
一
二
一
良
参
照
。

『
清
貫
録
』
康
照
二
年
八
月
辛
丑
条
。

例
え
ば
、
崇
禎
年
間
嘉
善
燃
で
は
、
頑
戸
の
場
合
と
異
な
っ
て
良
民
は
い
か
に
些
細
な
欠
糧
も
見
遇
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

る
（
陳
龍
正
『
幾
亭
全
書
』
巻
二
入
、

m
a〉。

越
廷
臣
「
請
定
催
徴
之
法
疏
」
（
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
二
九
賦
役
〉
で
は
、
州
鯨
官
が
催
徴
す
る
時
、
答
を
加
え
る
方
法
し
か
使
っ
て

い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
壁
、
前
掲
書
一
一
三
一
一
頁
も
参
照
。

超
廷
臣
は
同
右
疏
で
、
小
民
が
答
刑
を
恐
れ
、
高
利
の
債
を
借
り
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
、
挑
廷
迷
『
暦
年
記
』
中
（
『
清
代
日
記
匪
抄
』

上
海
人
民
出
版
社
一
九
八
二
年
排
印
本
〉
八
一
二
一
良
に
は
、
順
治
十
八
年
松
江
地
域
で
、
催
徴
の
急
迫
の
た
め
高
利
債
を
借
り
、
返
す
こ
と

が
で
き
な
く
破
産
し
た
者
が
多
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

沈
徳
潜
「
浮
糧
費
遥
議
」
（
『
切
問
斎
文
紗
』
巻
十
五
〉
悶

a
l
b。

森
正
夫
、
前
掲
論
文
一
二
八
五
｜
六
頁
。

山
根
、
前
掲
書
一
一
一
ニ

l
四
真
。

和
田
正
広
「
街
役
優
免
条
例
の
展
開
と
明
末
挙
人
の
法
的
位
置
」
（
『
東
洋
学
報
』
六

O
i
一
・
二
、

山
根
、
前
掲
書
一
一
四

l
五
頁
。

和
田
、
前
掲
論
文
一

O
二
、
一

O
六
｜
七
頁
。

山
根
、
前
掲
書
一
四
七
頁
、
栗
林
宣
夫
『
里
甲
制
の
研
究
』

一
九
七
七
）
一

〈叩）
（冗）

〈

花

〉

（招）
（叫〉

（

お

〉

（

布

〉

（

π）
 

（市）
（河）

〈

加

〉

（
回
目
〉

（

位

〉

（回〉
（剖）

（

お

）

一
九
七
八
）
九
五
頁
。

（
東
京
、

一
九
七
二
一
九
五
｜
七
頁
、
演
島
、
前
掲
書

二
二
五
！
六
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ハ部）
（柄引）

（邸〉
（回）

（叩〉

頁
等
参
照
。

演
島
、
同
右
書
二
三
五
頁
。
以
下
、
官
甲
の
記
述
は
、
同
書
二
三
五
｜
六
、
二
五
七
真
に
よ
る
。

潰
島
、
同
右
書
二
三
四

i
五
頁
、
川
勝
、
前
掲
書
四
八
九
｜
四
九
O
頁
等
参
照
。

和
田
、
前
掲
論
文
一

O
八
頁
。

演
島
、
前
掲
書
三
四
二

l
三
頁
参
照
。

『
未
信
編
』
巻
二
、

n
b
の
記
事
と
、
地
域
は
異
な
る
が
、
『
天
台
治
略
』
巻
九
、
「
親
催
紳
衿
完
糧
説
」
、

掲
書
一
四
六
頁
等
参
照
。

嘉
靖
年
問
、
清
節
に
名
が
高
か
っ
た
諸
城
燃
の
丘
梼
が
、
郷
里
で
は
滞
納
し
て
い
た
こ
と
も
〈
朱
国
禎
『
湧
瞳
小
品
』
巻
十
三
、
却
館
負

税
）
、
か
か
る
脈
絡
で
解
釈
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

松
江
で
寓
暦
二
十
年
代
末
に
既
に
そ
の
提
案
が
見
ら
れ
る
が
、
実
施
命
令
は
康
照
六
年
季
復
興
の
改
革
の
時
行
わ
れ
た
。
し
か
し
実
際
施

行
さ
れ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
詳
し
く
は
、
漬
島
、
前
掲
書
三
九
九
、
四
九
七

l
八
、
五

O
九
l
五
一
一
頁
参
照
。

例
え
ば
、
漕
糧
の
官
牧
官
免
の
実
施
は
、
紳
士
に
と
っ
て
漕
規
の
負
担
の
増
加
と
米
質
の
改
善
が
要
求
さ
れ
る
。
演
島
、
同
右
書
三
八
九

l
三
九
四
頁
参
照
。

寅
彰
健
『
明
代
律
例
案
編
』
（
台
北
、
一
九
七
九
）
下
冊
五
二
ハ
｜
九
頁
。

呉
金
成
「
明
代
紳
士
層
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
」
（
『
震
檀
挙
報
』
四
八
、
一
九
七
九
、
日
訳
は
『
明
代
史
研
究
』
八
、
九
、

一
九
八
一
〉
参
照
。

演
島
、
前
掲
書
五
二
四
頁
参
照
。

『
海
瑞
集
』
上
冊
、
「
督
撫
篠
約
」
二
四
六
頁
、
註
槌
の
張
居
正
の
上
疏
等
に
こ
の
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
海
瑞
集
』
上
冊
、
「
替
撫
篠
約
」
二
五

O
頁。

『
海
瑞
集
』
下
冊
、
「
啓
諒
次
川
侍
郎
」
四
一
一
一
一
一
頁
。

『
張
太
岳
集
』
巻
二
十
六
、
「
答
膝
天
巡
撫
宋
陽
山
論
均
糧
足
民
」

m
a
i
b
。

同
右
室
田
巻
二
十
九
、
「
答
嬢
天
巡
撫
胡
雑
費
言
巌
治
鶏
善
愛
」

m
m
b
l
m
a
。

崇
禎
『
松
江
府
志
』
巻
三
十
一
二
、
直
績
一
ニ
、

9
a
。

そ
し
て
R
・
フ
ァ

γ
、
前

（

引

）

ハ胞）
（回）

（
川
田
）

（

伺

）

一
九
八

O
、

（

mm）
 

（巾出〉

（

弼

）

（叩）

（

則

）

（削）
（即〉
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同
注
問
。

和
田
正
広
「
明
末
の
吏
治
体
制
に
お
け
る
挙
劾
の
官
評
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
二
、

参
照
。

荘
元
臣
『
荘
忠
甫
雑
著
』
北
京
図
書
館
所
蔵
。
演
島
「
明
宋
江
南
郷
紳
の
具
体
像
！
！
南
海
・
妊
氏
に
つ
い
て
｜
｜
」
（
『
明
末
清
初
期

の
研
究
』
、
京
都
、
一
九
八
九
）
参
照
。

『
荘
忠
甫
雑
著
』
治
家
篠
約
、
演
島
周
右
論
文
二

O
一
一
貝
で
蒋
引
用
。

詳
細
な
内
容
及
び
そ
の
他
の
史
料
に
関
し
て
は
、
演
島
同
右
論
文
二

O
一『1
1
1

一一一頁

一
九
七
四
〉
四
五
｜
七
頁

（川山）
〈附）

（
附
山
〉

参
照
。

附
記
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
大
阪
大
学
の
演
島
敦
俊
先
生
よ
り
、

っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

内
容
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
細
か
い
文
章
表
現
に
ま
で
わ
た
っ
て
御
教
示
を
賜

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


