
嘉
正
年
間
の
民
欠
に
Jつ

て
各
省
の
概
況

二
、
民
欠
滞
積
の
諸
要
因

三
、
江
蘇
に
お
け
る
民
欠
の
整
理

筆
者
は
前
に
薙
正
時
代
に
お
け
'る
騎
空
の
問
題
を
扱
っ
た
際
、
江

南
に
お
け
る
多
額
の
民
欠
に
言
及
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

て
取
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
そ
の
後
嘉
慶
道
光
時

代
の
騎
欠
に
つ
い
て
鈴
木
中
正
氏
が
詳
細
な
研
究
を
護
表
さ
判
、
筆

者
の
如
き
は
そ
の
上
に
何
を
加
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
い
う
感
を
深

く
し
た
の
で
あ
る
が
、

ひ
る
が
え
っ
て
思
う
に
、
鈴
木
氏
の
扱
わ
れ
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た
の
ば
清
朝
の
表
退
期
に
お
け
る
腐
欠
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

を
手
懸
り
と
し
て
官
僚
の
性
格
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
筆
者

の
取
り
上
げ
る
薙
正
時
代
は
、
清
朝
の
盛
期
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
腐

f 、五

て

岩

見

宏

欠
の
問
題
を
扱
う
に
し
て
も
そ
こ
に
は
自
ら
異
っ
た
様
相
が
現
れ
て

く
る
で
あ
ろ
う

Q

ま
た
鈴
木
氏
が
こ
の
問
題
を
遁
じ
て
官
僚
の
性
格

を
論
ぜ
ら
れ
、
従
っ
て
蔚
欠
と
い
っ
て
も
腐
空
の
方
に
重
勲
が
あ
っ

-61-

た
の
に
劉
し
、
納
税
者
の
側
に
焦
離
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
筈
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
考
え
併
せ
て
み
る
と
、
薙
正
時
代
の
民
欠

に
つ
い
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
味
な
こ
と

と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
筆
者
と
し
て
は
前
の
計
重
に
従
う
こ
と
と

し
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
本
稿
に
お
い
て
は
、
民
欠
の
問
題
を
全
面

的
に
解
明
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
ず
、
表
面
的
に
概
観
す
る

程
度
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
、
務
め
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
各
省
の
概
況

既
に
前
稿
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、

民
欠
の
額
に
お
い
て
は
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江
蘇
が
最
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
他
省
と
の
劉

比
に
お
い
て
具
躍
的
に
知
る
震
に
も
、
各
省
の
民
欠
に
つ
い
て
概
略

を
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
直
隷
に
つ
い
て
は
、
務
正
二
年
二
月
に
、
山
東
・
一
阿
南
・
山

西
の
各
省
と
と
も
に
、
蓄
欠
銭
糧
を
三
年
間
の
帯
徴
と
な
す
べ
き
こ

と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
額
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
こ
の

措
置
に
よ
る
納
入
が
完
全
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
劉
於
義

の
報
告
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
、
康
照

六
十
年
か
ら
務
正
八
年
ま
で
の
聞
に
、
銭
糧
を
完
納
し
た
州
燃
が
七

十
九

一
高
雨
以
下

二
千
雨
以
下
の
滞
納
の
あ
る
州
僻
が
二
十
八
、

が
二
十
一
州
幌
、
そ
れ
以
上
が
十
三
州
腕
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
組

額
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
凡
そ
三
十
蔦
雨
前
後
と
見
積
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
劉
於
義
の
案
で
は
三
千
雨
以
下
の
州
燃
は
一
年
以

内
に
完
納
せ
し
め
、

一
高
雨
以
下
の
州
牒
は
三
年
の
稽
徴
に
、

高

雨
以
上
の
州
鯨
は
五
年
の
幣
徴
に
し
て
完
納
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

山
西
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
薙
正
二
年
二
月
に
他
の
三
省
と

と
も
に
醤
欠
の
三
年
帯
徴
が
命
ぜ
ら
れ
た
ほ
か
、
全
省
に
闘
す
る
記

錦
は
見
常
ら
ず
、
臨
空
に
比
し
て
民
欠
は
問
題
と
す
る
ほ
ど
の
こ
と

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
石
麟
が
臨
耳
目
燃
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
向
勝
は
疲
惇
之
匡

と
相
併
せ
ら
れ
、
.
康
照
五
十
六
年
か
ら
薙
正
六
年
ま
で
の
積
欠
が
十
六

い寓
つ(51除
。雨

上
つ
fこ
カf

一
年
以
来
日
に
十
三
高
徐
雨
を
情
完
し
た
と

険
西
に
封
し
て
は
薙
正
二
年
六
月
に
康
照
五
十
年
以
前
の
未
完
の

民
欠
が
克
除
さ
れ
た
。
そ
の
額
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
年
十
一
月
に

は
更
に
康
照
五
十
七
年
か
ら
六
十
年
ま
で
の
民
欠
二
十
二
高
徐
雨
が

兎
除
さ
れ
た
。
甘
簡
に
お
い
て
も
若
干
の
民
欠
が
生
じ
て
い
た
け
れ

と
り
た
て
て
問
題
と
す
る
程
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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、
河
南
は
直
隷
・
山
西
・
山
東
と
と
も
に
、
薙
正
二
年
二
月
に
奮
欠

の
三
年
帯
徴
が
命
ぜ
ら
れ
た
ほ
か
、

回
文
鏡
の
報
告
中
に
は
民
欠
に

闘
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
省
全
陸
に

開
す
る
も
の
は
康
照
六
十
一
年
分
の
裁
留
の
漕
米
の
う
ち
の
民
欠
米

五
蔦
八
千
九
百
三
十
四
石
と
い
う
も
の
だ
け
で
、
こ
れ
は
薙
正
三
年

と
四
年
の
二
年
に
分
け
て
帯
徴
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
ム
。

そ
の
他
は
黄
河
沿
岸
の
被
災
州
鯨
に
開
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
即

ち
中
牟
鯨
に
お
い
て
は
康
照
六
十
、
六
十
一
年
、
薙
正
元
年
分
と
し
て

一
高
九
千
四
百
絵
雨
、
薙
正
二
年
分
と
し
て
一
高
四
千
絵
雨
、が
未
完



に
な
っ
て
お
り
、
陽
武
懸
で
は
康
照
六
十
年
か
ら
薙
正
二
年
ま
で
の

分
と
し
て
一
高
一
千
絵
雨
、

'封
印
麟
で
は
康
照
五
十
九
年
か
ら
薙
正

一
一
年
ま
で
の
分
と
し
て
一
高
二
千
絵
雨
が
未
完
で
あ
つ
ら
ま
た
群

符
鯨
に
つ
い
て
も
二
高
六
千
十
三
雨
徐
の
未
完
が
報
告
さ
れ
て
お
川
、

以
上
回
鯨
の
合
計
は
八
高
二
千
四
百
徐
爾
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
帯
徴
ま
た
は
兎
除
の
鹿
置
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
以
外
の

地
方
に
つ
い
て
は
民
欠
に
関
す
る
報
告
が
見
ら
れ
な
い
所
か
ら
す
る

と
、
河
南
で
は
黄
河
沿
岸
の
常
に
水
害
を
被
る
一
部
地
方
を
除
い
て

は
、
問
題
と
す
べ
き
程
の
民
欠
は
殆
ど
存
し
な
か
っ
た
か
に
察
せ
ら

れ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
費
金
吾
が
河
南
が
連
年
通
完
し
て
い
る
の

凶

に
比
べ
る
と
、
山
東
は
あ
ま
り
に
も
未
完
が
多
い
と
い
っ
て
い
る
の

に
よ
っ
て
も
裏
附
け
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
隣
省
の
山
東
と
な
る
と
、
大
分
趣
が
異
っ
て
い
る
。
ま
ず
薙

正
元
年
七
月
に
、
康
照
六
十
年
の
未
完
銭
糧
六
十
九
高
四
千
爾
品
献
を
、

三
年
に
分
け
て
帯
徴
す
べ
き
こ
と
が
命
ぜ
ら
九

つ
い
で
前
述
し
た

よ
う
に
二
年
二
月
に
は
他
の
一
一
一
省
と
と
も
に
奮
欠
を
三
年
に
分
け
て

稽
徴
す
べ
き
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
命
令
の
関
係
は
明

ら
か
で
な
い
が
、

一
躍
前
者
が
康
照
六
十
年
分
を
封
象
と
し
て
い
る
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の
に
劃
し
後
者
は
そ
の
他
の
年
分
を
劃
象
と
す
る
も
の
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
山
東
で
は
薙
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
も
、

績
々
と
じ
て
新
し
い
民
欠
が
累
積
し
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
費
金
吾

の
調
布
に
よ
れ
ば
、
康
照
五
十
八
年
か
ら
薙
正
六
年
七
用
か
れ
の
到

任
に
至
る
ま
で
の
聞
の
未
納
は
、
起
解
分
だ
け
で
四
百
八
高
九
千

百
六
十
徐
雨
に
上
る
と
い
う
。
勿
論
こ
れ
に
は
臆
空
な
ど

一
旦
徴
収

の
上
消
失
し
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
額
は
山
東
の
年
額

回

二
百
六
十
七
蔦
徐
雨
を
大
き
く
上
廻
り
、
卒
均
し
て
毎
年
一
割
二
分

程
度
が
未
納
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
山
東
の
未

完
は
多
額
に
上
っ
た
の
で
、
短
期
間
の
完
納
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
康
照
五
十
八
年
か
ら
薙
正
元
年
ま
で
の
民

- 63-

欠
は
八
年
に
分
け
て
帯
徴
す
る
こ
と
t

に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
命

的

ω

令
が
い
つ
出
さ
れ
た
の
か
は
明
、ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
先
の

務
正
元
年
、
二
年
の
二
回
の
帯
徴
令
、
が
、
あ
ま
り
成
果
を
あ
げ
な
か

っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、

国
文
鏡
が
総
督
と
し
て
山
東
を
も
管

轄
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
逐
次
整
理
が
進
行
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
安
徽
に
つ
い
て
は
、
落
正
二
年
六
月
江
南
・
漸
江
・

一幅
建

.
陳
西
四
省
の
康
照
十
八
年
か
ら
五
十
年
ま
で
の
民
欠
九
十
四
高
齢
阪

南
を
克
除
し
た
中
に
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
、が
、
そ
の
う
ち
安
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間

徽
の
分
が
ど
れ
だ
け
の
額
に
な
る
か
は
不
明
で
あ
る
べ
ま
た
康
照
五

十
一
年
以
後
の
額
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
親
廷
珍
が
薙
正

三
年
以
前
の
民
欠
が
七
十
徐
高
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
務
正
五

年
に
報
告
し
て
い
み
d

そ
の
う
ち
特
に
著
し
い
地
方
は
徽
州
府
の
三

間

十
七
寓
品
開
爾
で
、
そ
の
他
は
多
く
と
も
五
高
除
南
に
す
ぎ
な
い
。

江
西
で
は
、
盟
城
清
江
等
の
七
牒
に
、
康
照
五
十
四
年
か
ら
薙
正

二
年
ま
で
の
民
欠
が
累
積
し
て
い
た
が
、
裳
待
度
の
上
請
に
よ
っ
て

分
年
帯
徴
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
一
向
成
績
が
上
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
遁
柱
が
指
摘
し
て
い
旬
。
つ
ぎ
の
謝
明
の
報
告
の

内
容
も
、
恐
ら
く
こ
の
七
燃
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
落
正
十
年
に
謝
明
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
を
み
る

と
、
康
照
五
十
四
年
か
ら
薙
正
七
年
ま
で
の
積
欠
が
三
十
八
蔦
八
千

除
雨
で
、
そ
の
う
ち
若
干
の
縮
空
・
侵
蝕
が
混
入
さ
れ
て
い
た
も
の

を
除
き
、
十
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
に
三
十
高
六
千
絵
南
が
納
入
さ

れ
た
と
い

h
o
尤
も
二
年
後
の
越
弘
恩
の
報
告
に
よ
る
と
、
完
済
ま

闘

で
に
は
な
か
な
か
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

湖
南
の
積
欠
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
越
弘
恩
の
報
ず
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
康
照
五
十
九
年
か
ら
潅
正
六
年
ま
で
の
分
と
し
て
八

M
山

首
同
除
と
い
う
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
っ
と
も
こ
れ
は
薙
正
年

聞
に
な
っ
て
か
ら
部
分
的
に
整
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
茶
陵
州
に
お
い
て
は
薙
正
五
六
年
の
聞
に
、
康

照
五
十
九
年
か
ら
潅
正
四
年
ま
で
の
積
欠
が
全
部
完
納
さ
れ
た
と
い

う
例
が
あ
る。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
薙
正
帝
が
湖
南
は
吏
治
清

楚
で
、
遁
欠
も
多
く
は
な
い
と
い
っ
て
い
句
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
れ

ば
、
も
と
も
と
さ
し
た
る
滞
納
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

湖
北
も
全
鐙
と
し
て
は
湖
南
と
似
た
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

遁

柱
が
落
正
六
年
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
河
陽
等
の
四
州
臓
の
康

照
五
十
五
年
以
来
の
滞
納
額
は
二
十
寓
七
千
八
十
徐
南
と
い
う
こ
と

的

で
あ
る
。
ま
た
徐
本
は
滞
納
の
あ
る
州
豚
名
を
列
翠
し
て
い
る
が、
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そ
れ
は
江
夏

・
孝
感
・
賛
同
・
鍾
詳

・
江
陵
の
五
回
開
と
河
陽
・
荊
門

の
二
州
で
あ
っ
て
、
そ
の
未
納
額
は
多
き
は
十
徐
高
、
少
き
は
五
六

園

高
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
河
陽
州
で
、

遁
柱
が
薙
正
八
年
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
康
照
五
十
五
年
か
ら

薙
正
四
年
ま
で
の
積
欠
が
八
寓
九
千
二
百
徐
雨
に
な
る
が
、
そ
の
後

納
入
さ
れ
た
も
の
が
二
寓
二
千
四
十
徐
雨
あ
る
。
ま
た
残
り
の
う
ち

で
調
査
の
結
果
侵
蝕
包
携
の
分
三
高
除
雨
が
設
費
し
た
か
ら
、
寅
際

の
民
欠
と
し
て
残
る
と
こ
ろ
は
三
蔦
除
雨
と
い
う
こ
と
に
な
旬
。
こ

、
れ
に
つ
い
て
は
同
州
が
地
勢
の
閥
係
か
ら
絶
え
ず
水
害
を
被
っ
て
い



る
事
情
を
考
慮
し
て
、
九
年
三
月
に
兎
除
の
措
置
が
と
ら
れ
旬
。

つ
ぎ
に
獅
江
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
落
正
二
年
に
他
の
三
省
と
と
も

に
康
照
十
八
年
か
ら
五
十
年
ま
で
の
未
納
を
克
除
さ
れ
て
い
る
、
内
、

そ
の
後
李
衛
の
報
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
康
照
五
十
四
年
か
ら
落
正
二

年
ま
で
の
未
納
が
百
二
十
四
高
徐
爾
に
上
り
、
特
別
の
考
慮
を
排
つ
'

て
整
理
し
な
け
れ
ば
、
将
来
止
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
っ

ω
 

て
い
る
。
も
と
も
と
淑
江
は
江
蘇
、と
と
も
に
重
賦
の
地
と
し
て
知
ら

れ
、
人
民
の
負
携
に
過
大
な
黙
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
納
税

定
額
の
減
兎
と
い
う
特
別
措
置
が
取
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
薬
正
五

年
に
嘉
輿
と
湖
州
の
二
府
に
つ
い
て
、
定
額
の
一
割
と
し
て
合
計
八

ω
 

高
七
千
二
百
南
品
怖
が
兎
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
七
年
度

ω
 

分
に
封
し
て
は
全
省
二
割
の
特
別
蒐
除
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
従
前

の
未
納
を
兎
除
す
る
こ
と
は
正
直
者
が
馬
鹿
を
見
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
そ
の
難
黙
を
避
け
る
た
め
に
と
い
う
の
で
と
ら
れ
た
措
置
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
徐
裕
は
、
嘗
然
今
ま
で
の
未
納

分
の
完
納
の
た
め
に
ふ
り
む
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
後
の
経
過
を
見
る
と
、
事
賓
は
必
ず
し
も
注
文
通
り
に
は
運

ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。
従
前
の
未
納
は
結
局
分
年
帯
徴
の
措
置
が
と
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ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
新
た
な
滞
納
が
増
し
て
い
っ
た

か
ら
で
あ
る。

す
な
わ
ち
性
桂
ら
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
薙
正

三
、
四
、
五
年
分
の
未
納
に
謝
し
て
、
六
年
か
ら
そ
の
整
理
が
進
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
総
額
は
七
十
七
蔦
一
千
徐
雨
に
上
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
七
年
の
は
じ
め
ま
で
に
四
十
高
一
予
八
百
徐
南
が

回

徴
収
さ
れ
た
と
い
う
。
な
お
特
に
民
欠
の
多
い
州
鯨
と
し
て
は
、
永

康
・
龍
滋
・
嘉
輿
・
秀
水
・
烏
程
レ
鯖
安
な
ど
の
諸
豚
の
名
が
あ
げ

関

ら
れ
て
い
る
。

一
幅
建
に
劃
し
て
は
二
回
に
わ
た
っ
て
民
欠
の
兎
除
が
行
わ
れ
た
。

第
一
回
は
淑
江
な
ど
三
省
と
と
も
に
薙
正
二
年
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、

前
述
の
よ
う
に
康
照
五
十
年
ま
で
の
分
が
蒐
除
さ
れ
で
い
加
。
第
二
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回
は
薙
正
六
年
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、

‘康
田
川
五
十
五
年
か
ら
薙
正
四

年
ま
で
の
三
十
三
高
八
千
三
百
徐
雨
を
封
象
と
し
た
。
こ
れ
は
四
年

現
在
に
お
け
る
未
納
四
十
四
寓
二
千
一
百
徐
南
に
射
し
、
特
別
調
査

の
結
果
と
し
て
出
て
き
た
官
吏
の
侵
蝕
那
移
を
除
外
し
て
、
正
員
正

銘
の
民
欠
と
し
て
残
っ
た
も
の
で
あ
句

最
後
に
江
蘇
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
こ
の
地
方
は
銭
糧
の
額
も
大

き
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
民
欠
の
積
滞
が
多
か
っ
た
。
そ
の

う
ち
年
代
の
古
い
も
の
に
封
し
て
は
、
薙
正
元
年
三
田
に
わ
た
っ
て

蒐
除
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
第
一
回
は
康
照
三
十
三
年
以
前
の
民
欠



306 

百
三
十
一
高
徐
雨
が
兎
ぜ
ら
れ
、
第
二
回
は
三
十
四
年
か
ら
四
十
六

年
ま
で
の
七
百
四
十
八
高
徐
雨
、
第
三
回
は
四
十
七
年
か
ら
五
十
年

回

ま
で
の
三
百
五
蔦
徐
爾
が
兎
除
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
同
三

年
、
蘇
州
府
に
劃
し
て
三
十
寓
雨
、

松
江
府
に
劃
し
て
十
五
寓
雨
、

ω
 

計
四
十
五
首
尚
南
の
減
税
も
行
わ
れ
て
い
る。

し
か
し
こ
れ
ら
の
措
置

に
も
拘
ら
ず
、
江
蘇
の
積
欠
は

E
額
に
上
っ
て
い
た
。
薙
正
三
年
に

巡
撫
張
楢
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
康
照
五
十
一
年
か
ら
薙
正
元

年
ま
で
の
問
、
未
納
の
な
い
の
は
競
豚
と
綴
織
鯨
の
二
厭
だ
け
、
ま

た
未
納
額
が
数
百
雨
に
止
る
の
が
泰
州
と
揚
山
・
儀
徴

・
江
浦
の
三

牒
で
、
そ
の
他
の
州
燃
の
未
納
は
合
計
八
百
八
十
一
蔦
雨
徐
に
達
し

て
い
た
。
こ
の
数
字
か
ら
み
る
と
、
特
に
康
照
五
十
年
代
に
な
っ
て

か
ら
急
速
に
未
納
額
が
増
加
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
張
構
も
康
照

五
十
六
年
か
ら
薙
正
元
年
ま
で
の
各
州
豚
の
未
納
額
を
年
度
別
に
調

査
し
て
み
る
と
毎
年
土
木
納
額
が
五
割
以
上
に
達
す
る
も
の
が
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の
多
額
の
積
欠
に
劃
し
て
、
張
措
は
一
般
に
は
薙

正
四
年
か
ら
十
年
に
分
け
て
帯
徴
す
る
こ
と
に
し
、
ま
た
特
に
未
納

の
多
い
嘉
定
燃
は
十
五
年
に
、
そ
れ
に
つ
ぐ
上
海
・
昆
山
・
常
熟
な
ど

の
九
鯨
は
十
二
年
に
分
け
て
僻
徴
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
奏
請
し
て

ω
 

裁
可
を
得
て
い
る
。
十
年
乃
至
十
五
年
と
い
う
の
は
、
帯
徴
の
期
限

と
し
て
は
特
例
的
な
長
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の

案
は
計
重
通
り
に
は
運
ば
な
か

っ
た
。
そ
の
賓
情
に

つ
い
て
張
措
の

後
任
の
張
坦
麟
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

帯
徴
の
第
一
年
度
で
あ
る
潅
正
四
年
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ

の
年
計

重
湿
り
完
納
し
た
の
は
海
州

・
靖
江
な
ど
の
六
州
豚
だ
け
で
、
納
入

す
べ
き
椅
徴
額
五
十
八
蔦
一
千
徐
爾
の
う
ち
、
貫
際
に
は
六
寓
六
千

幽

徐
雨
が
納
入
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
。
そ
こ
で
後
述
す
る
よ
う
な
大

が
か
り
な
調
査
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
省
別
に
民
欠
の
概
況
を
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

な
お
四
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川

・
贋
東
な
ど
の
歎
省
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
間

題
に
開
す
る
史
料
が
見
嘗
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

同
時
に
そ
れ
ら
の
省
分
に
お
い
て
は
、
民
欠
が
と
り
上
げ
て
問
題
と

す
る
程
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

そ
し
て
以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
額
か
ら
い
っ
て

江
蘇
が
第
-
で
山
東
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
さ
ら
に
つ
い
で
は
斯
江
で
あ

っ
た
。
尤
も
各
省
同
一
の
僚
件
に
お
け
る
比
較
で
は
な
い
上
に
、
克

除
や
帯
徴
の
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
額
の
明
ら
か
で
な
い

省
も
あ
っ
た
か
ら
、
正
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
大
睦
の
情
勢

を
察
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
総
じ
て
い
え
ば
、
民
欠
は
前
に
筆
者



が
考
察
レ
た
隠
空
ほ
ど
に
は
額
が
大
き
く
な
く
、
そ
の
」
黙
が
腐
空
ほ

ど
に
皐
く
か
ら
大
き
く
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
で
も
あ

ろ
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
腐
空
と
の
劃
比
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ

と
と
し
て
、
江
蘇
や
山
東
の
よ
う
に
腐
空
も
民
欠
も
多
い
地
方
と
、

山
西
の
よ
う
に
騎
空
は
か
な
り
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
欠
は
殆
ど
い
う

い
い
足
り
な
い
地
方
が
あ
り
、
さ
ら
に
雲
南
・
貴
州
の
よ
う
に
銭
糧
の

結
謝
額
の
少
い
地
方
で
は
、
爾
者
と
も
に
問
題
と
な
る
程
の
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
熱
か
ら
い
え
ば
、
島

空
と
民
欠
の
爾
者
を
併
せ
考
え
る
と
、
銭
糧
額
の
多
い
地
方
に
お
い

て
そ
の
額
が
多
い
と
い
う
大
健
の
傾
九

r、
既
に
薙
正
年
間
に
お
い

て
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

ニ
、
民
欠
滞
積
の
諸
要
因

そ
れ
で
は
民
欠
は
ど
う
し
て
出
来
て
く
る
の
か
。
特
に
江
蘇
に
お

い
て

E
額
の
民
欠
が
積
滞
し
、
整
理
し
よ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
事

が
運
ば
な
か
っ
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
多
く
の
理
由
が
史
料
の
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で

も
こ
の
地
方
の
租
税
負
権
が
き
わ
め
て
重
く
、
納
税
者
の
負
携
に
か
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な
り
の
無
理
が
あ
っ
た
と
い
う
臨
は
、
根
本
的
な
問
題
と
し
て
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
薙
正
三
年
に
蘇
松
二
府
の
減
税
が
行
わ
れ
た
の

も
、
そ
の
黙
が
一
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
問

題
は
そ
の
貼
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

b

以
下
そ
れ
を
各

• 方
面
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
徴
税
を
困
難
な
ら
し
め
る
一
つ
の
技
術
的
な
理
由
-と
し
て
、

帳
簿
の
不
備
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
江
蘇

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
張
措
が
土
地
蓋
帳
た
る
魚
鱗
一冊
の
不
備
を
指
摘

し
て
、
地
方
に
よ
っ
て
は
浬
渡
し
て
存
し
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
散

失
し
て
そ
ろ
っ
て
ド
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
姦
滑
な
る
背
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吏
が
さ
ま
ぎ
ま
の
不
正
を
行
い
、
人
民
も
不
嘗
な
負
携
を
強
い
ら
れ

る
な
ど
の
弊
害
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
江
蘇
の
積
欠

整
理
事
業
を
総
理
し
た
彰
維
新
も
、
官
に
お
い
て
は
糧
悩
に
的
名
な

く
、
簿
籍
は
内
暑
に
存
せ
ず
、
民
に
お
い
て
は
戸
甲
が
常
に
暗
換
ぜ

ら
れ
、
科
則
は
も
と
よ
り
知
る
所
に
非
ず
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
結
果
と
し
て
徴
税
者
た
る
官
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、
納
税
者
た

る
人
民
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、
賞
際
の
徴
納
は
す
べ
て
背
吏
に
頼
ら

ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
事
情
を
利
用
し
て
育
吏
は
勝
手
き
ま
ま
に
侵
蝕

を
行
う
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
帳
簿
の
不
備
に

つ
い
て
は
、
他
地
方
で
も
数
荷
の
記
載
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
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侵
蝕
な
ど
の
弊
害
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
も
、
著
し
い
事
貨
で
あ
る
。

た
だ
雨
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
車
純
に

理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
侵
蝕
を
行
う
た
め
に
帳

簿
が
混
靴
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
方
が
質
情
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
貼
は
侵
蝕
の
賓
清
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
明
ら
か
に

な
る
筈
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
納
税
者
か
ら
の
働
き
か
け
、
す
な
わ
ち

権
嘗
忍
円
吏
に
賄
賂
を
贈
っ
て
脱
税
の
た
め
に
不
買
記
載
を
し
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
も
、

し
ば
し
ば
存
在
し
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
帳
簿
の
不
備
と
い
う
こ
と
は
、
納
税
者
と
徴

税
措
骨
曲
者
の
双
方
に
之
を
利
と
す
る
者
が
あ
っ
て
、
か
な
り
人
策
的

に
作
り
出
さ
れ
た
事
貨
で
あ
り
、
単
に
技
術
的
な
問
題
と
い
う
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る。

つ
ぎ
に
徴
税
措
賞
者
た
る
官
吏
の
側
に
お
け
る
諸
事
情
を
と
り
上

げ
て
み
る
と
、
第
一
に
官
僚
の
職
務
怠
慢
と
い
う
黙
が
あ
る
。
前
述

そ
の
計
重
を
賀
行
し
な
い
地

方
官
に
劃
す
る
罰
則
を
も
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う

の
張
構
が
分
年
帯
徴
を
奏
請
し
た
際
、

な
問
題
に
つ
い
て
は
、
罰
則
な
し
に
は
命
令
の
遁
行
を
期
待
で
き
な

い
と
い
う
致
想
が
、
首
然
の
こ
と
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
賓
際
に
は
前
述
の
通
り
の
不
成
績
で
、
罰
則
の
効
果
は

殆
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
銭
糧
の
徴
収
は

州
鯨
官
の
第
一
の
任
務
で
、

そ
の
徴
収
率
が
官
僚
の
成
績
に
関
係
す

る
こ
と
は
、
も
と
も
と
規
定
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
賓
際
に
は
殆
ど

無
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
貫
情
を
見
れ
ば
、
こ
の
不
成
績
も
あ
る
意

味
で
は
嘗
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
銭
糧
徴
収
に

射
す
る
職
務
怠
慢
は
、

一
般
に
惰
徴
と
稽
せ
ら
れ
る
が
、
江
蘇
以
外

そ
れ
が
積
習
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
費
金
吾
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
徴
税
成
績
は

で
も
民
欠
の
多
か
っ
た
山
東
な
ど
で
は
、

単
に
官
僚
の
勤
惰
の
み
で
き
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
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な
く
、
官
僚
膏
吏
の
よ
り
積
極
的
な
作
篤
、

お
よ
び
納
税
者
側
の
事

情
に
も
よ
る
わ
け
で
、

そ
の
こ
と
は
以
下
に
述
べ
る
所
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

右
に
官
僚
膏
吏
の
積
極
的
な
作
痛
と
い
っ
た
の
は
、
勿
論
そ
れ
が

か
れ
ら
が
徴
収
し
た
銭
糧
を
私

マ
イ
ナ
ス
に
働
く
場
合
の
こ
と
で
、

腹
に
収
め
、
表
面
は
そ
れ
を
未
納
の
民
欠
と
し
て
取
り
つ
く
ろ
う
事

賞
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
が
侵
欺
と
か
侵
蝕
と
か

• い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
時
に
ま
た
腐
空
を
民
欠
と
担
稽
す
る
と
い

わ
れ
る
の
も
、

ほ
ぽ
同
様
な
事
賓
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
強

い
て
雨
者
を
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
務
空
の
方
は
帳
簿
上
一
旦
徴
収



ず
み
の
銭
糧
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
し

て
侵
蝕
の
方
は
、
徴
収
さ
れ
な
が
ら
帳
簿
に
は
-
記
載
さ
れ
な
い
場
合

を
含
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
中
飽
と
い
う
こ
と

ば
も
侵
蝕
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た

と
え
ば
薙
正
六
年
二
月
丙
申
の
上
誌
に
お
い
て
、
薙
正
帝
は
銭
糧
の

務
空
抱
欠
が
積
習
と
な
っ
て
整
理
し
難
い
事
賓
を
述
べ
、
そ
の
理
由

を
二
つ
あ
げ
て
い
る
が
、

そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
が
膏
吏
中
飽

の
患
の
除
か
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
鐙
的
な
手
段
と
し
て
一
不

さ
れ
て
い
る
の
は
、
包
揖
・
串
票
の
洗
改
・
投
植
の
銀
を
釣
封
購
取

す
る
こ
と
・
鹿
比
の
戸
を
匿
名
し
て
兎
追
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
包
撞
に
つ
い
て
は
後
述
に
譲
り
、
ま
た
最
後
の
一
項
は
膏

吏
自
身
よ
り
も
納
税
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
中
間
の
二
項
は
侵
蝕
の
手
段
の
例
と
し
て

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
侵
蝕
は
官
侵
吏
蝕
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
官
も
吏

も
こ
れ
を
行
う
が
、
官
が
行
う
場
合
に
は
吏
の
手
を
借
り
る
の
が
普

通
で
あ
る
し
、
吏
が
之
を
行
う
の
は
必
ず
し
も
吏
自
身
の
私
利
だ
け

の
た
め
で
は
な
く
て
、
官
に
劃
す
る
規
躍
館
、
迭
の
た
め
で
あ
る
こ
と
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も
多
く
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
南
者
の
聞
に
切
り
離
し
難
い
密
接

な
開
係
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
行
篤
の
具
値
的
な
主
睡
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
塵
倒
的
に
膏
更
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ

・
う
で
あ
る
。
江
蘇
に
つ
い
て
例
示
す
れ
ば
、
さ
き
に
も
あ
げ
た
張
措

の
報
告
に
、
魚
鱗
冊
の
不
備
の
結
果
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
は
、
姦

滑
な
る
膏
吏
が
移
垣
・
換
甲
・
侵
撞
・
影
射
な
ど
の
不
正
を
行
う
こ
主

で
あ
っ
た
d

彰
維
新
も
吏
蝕
の
弊
は
枚
事
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

り
、
職
官
の
侵
蝕
蔚
空
は
そ
の
迎
導
に
よ
る
し
、
侵
蝕
の
詑
術
は
多

端
で
侵
蝕
の
情
扶
は
蔦
獲
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
数
字
で
示

す
の
が
王
湖
維
で
、
か
れ
は
松
江
府
の
未
納
に
つ
い
て
調
査
し
た
結

果
、
総
額
二
百
二
十
四
省
内
儀
雨
の
う
ち
官
侵
銀
が
二
高
八
千
九
百
徐

雨
、
吏
蝕
銀
が
賓
に
百
二
十
蔦
五
千
二
百
絵
南
を
占
め
て
い
た
と
報

じ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
民
欠
の
半
ば
以
上
が
官
僚
膏
吏
の
不
正
を

擬
装
し
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一但
し
右
の
官
侵
と
吏
蝕
の
比
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率
を
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
官
は
別
に
騎
空
と
し
て

摘
鼓
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
直
接
の
責

任
を
吏
に
か
ぶ
せ
て
い
る
場
合
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ

う
な
ケ
l
ス
で
は
調
査
官
の
方
で
も
、
同
じ
官
僚
仲
間
の
こ
と
と
て

ど
う
し
て
も
徹
底
的
な
迫
及
を
控
え
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
膏
吏
や
街

役
の
不
正
行
篤
に
つ
い
て
は
、
右
の
ほ
か
に
江
蘇
以
外
の
地
方
に
つ
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い
て
も
い
く
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
徴
税
機
構
の
中
に
お
い
て
、
程
円
吏
と
一
般
と
し
て
考
え

る
べ
き
も
の
に
、

里
役
と
か
里
書
と
か
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
彰
維
新
が
詳
し
く
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
く
所

に
よ
る
と
、
名
栴
は
地
方
に
よ
っ
て
異
り
、
聞
書
、
匝
書
、

塁
排
な

ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
こ
れ
に
嘗
る
者
は
一
般
人
民
も
あ
れ
ば
生
員

・
監

生
な
ど
も
あ
り
、
民
籍
に
属
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
賓
際
は
街
役凶

と
ぐ
る
に
な
っ
て
お
り
、

包
揖

・
侵
蝕
は
手
慣
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

張
知
一麟
も
難
役

・
排
年
が
包
撹

・
侵
蝕
を
行
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、

要
す
る
に
膏
吏

・
街
役
・
里
書
の
三
者
は
徴
税
の
賓
務
に
お
い
て
共

通
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
皇
室
田
は
納
税
者
の
中
か
ら

出
て
そ
の
役
を
捨
蛍
す
る
貼
に
、

は
っ
き
り
徴
税
権
賞
者
の
側
に
立

た
な
い
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
主
と

し
て
明
代
の
塁
長
そ
の
他
星
甲
組
織
を
基
盤
と
す
る
諸
役
の
系
統
を

ひ
く
も
の
と
思
わ
れ
、
地
方
に
よ
っ
て
は
星
長
も
そ
の
ま
ま
存
在
し

て
い
る
が
、
大
き
く
は
匿
、
小
さ
く
は
里
文
は
圃
と
い
っ
た
各
医
域

内
に
お
け
る
徴
税
閥
係
の
帳
簿
を
管
理
し
て
、
そ
の
職
掌
を
利
用
し

て
各
種
の
不
正
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
伊
技
賓
が
、
目
六
燈

的
な
例
を
報
告
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
つ
ぎ
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

事
は
次
節
に
述
べ

る
江
蘇
の
調
査
事
業
の
進
行
中
に
判
明
し
た
の

で
あ
る
が
、
常
州
府
の
分
査
を
権
賞
し
た
鴻
景
夏
が
、
無
錫
腕
の
医

書
李
銘
儒
な
る
者
の
侵
蝕
が
甚
だ
多
い
こ
と
を
見
出
し
て
追
及
し
た

結
果
、
そ
の
下
に
雇
わ
れ
て
書
算
の
事
に
蛍
っ
た
楊
土
玉
な
る
者
が
、

李
銘
儒
所
管
の
天
上
一
一
極
の
十
五
年
間
の
私
収
底
簿
二
百
徐
冊
を
塁

出
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
伊
技
費
が
こ
の
底
嫡
仰
を
楊
土
玉
を
封
手
に

し
て
二
日
間
に
わ
た
っ
て
査
ベ
た
結
果
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
、
が
剣

っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
帳
簿
に
は
納
税
者
の
姓
名

・
団
地

・
税
額
お

よ
び
毎
年
の
既
納
未
納
の
歎
が
正
確
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
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に
既
納
の
分
を
侵
蝕
し
て
未
納
と
ご
ま
か
し
た
も
の
や
、
飛
酒

・
花

分
・
誌
戸
・

詑
名
な
ど

(
こ
れ
ら
は
概
ね
納
税
者
か
ら
収
賄
し
て
租

税
の
隠
匿
、
軽
減
を
計
っ
て
や
る
手
段
で
あ
る
)
に

つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
暗
放
を
記
し
て
お
り
、

い
ろ
い
ろ
ご
ま
か
し
た
悪
事
が
一

目

で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
楊
土
玉
に
他
の
匿
で
も
こ

の
よ
う
な
帳
簿
が
あ
る
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
無
錫
鯨
十
五
匿
に

み
な
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
府
州
鯨
と
も
こ
れ
な
き
は
な
い
。
た

だ
名
稿
が
異
り
記
践
が
違
う
だ
け
で
、
こ
の
帳
簿
が
な
け
れ
ば
悪
い

こ
と
も
う
ま
く
で
き
な
い
と
い
う
こ
主
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
正
式
の

帳
簿
は
で
た
ら
め
に
し
て
お
い
て
、
私
用
の
秘
密
帳
簿
に
正
確
な
事



賓
を
記
入
し
、
悪
事
の
手
段
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
無
論
伊
桂

費
は
直
ち
に
各
府
州
鯨
に
遁
告
し
て、

こ
の
種
の
帳
簿
の
摘
護
方
を

回

指
示
し
た
。
鴻
景
夏
が
こ
の
よ
う
な
帳
簿
を
み
つ
け
出
し
た
こ
と
は
、

高
斌
も
報
告
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
常
州
府
ば
か
り
で
な
く、

松
江
、
蘇
州
の
二
府
に
お
い
て
も
既
に
押
収
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
で

官
役
里
書
地
提
の
侵
蝕
包
揖
が
区
別
さ
れ
た
な
ら
ば
、
民
欠
の
う
ち

の
従
来
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
滞
納
を
ご
ま
か
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
紳

掛
の
大
戸
や
有
力
の
家
も
、
動
臓
を
ま
た
ず
し
て
急
ぎ
完
納
す
る
で

ω
 

あ
ろ
う
と
述
べ
で
い
る
。

d

徴
税
者
の
側
に
お
け
る
要
因
と
し
て
は
、
右
の
ほ
か
に
な
お
加
耗

や
私
汲
の
問
題
が
あ
り
予
そ
れ
ら
に
よ
る
座
迫
が
納
税
者
の
負
携
を

過
重
な
ら
し
め
、
そ
の
た
め
に
正
税
の
納
入
が
滞
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
は
筆
者
も
少
し
く
ふ

れ
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
鈴
木
教
授
が
詳
し
く
考
察
し
て
お
ら
れ
る

か
ら
予
こ
こ
で
は
燭
れ
な
い
で
お
く
こ
と
仁
ず
る
。
な
お
ま
た
、
鈴

木
教
授
は
右
の
諸
現
象
を
遁
じ
て
そ
の
底
に
あ
る
騎
欠
の
根
本
的
原

因
と
し
て
官
僚
の
私
慾
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
官
僚
の
性
格
を
詳
し
く

そ
の
こ
と
は
脇
空
だ
け
で
な
く
、
民
欠

考
察
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
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の
う
ち
の
少
く
と
も
徴
税
権
賞
者
の
側
の
責
任
仁
蹄
せ
ら
れ
る
べ
き

部
分
に
つ
い
て
は
、
勿
論
該
嘗
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
靖
演
者
は
同

制

救
援
の
論
考
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
た
だ
勝
欠
と
い
う
こ
と
ば
で

概
括
さ
れ
る
も
の
の
な
か
に
は
、
納
税
者
側
の
要
因
に
蹄
せ
ら
れ
る

ベ
き
純
粋
の
民
欠
も
存
在
す
る
わ
け
で
、
以
下
に
お
い
て
は
そ
れ
に

つ
い
て
述
ぺ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
前
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
包
揖
で
あ
る
。

包
捜
と
い
う
こ
と
ば
は
租
税
じ
つ
い
て
だ
け
使
わ
れ
る
の
で
は
な

く
，
訴
訟
の
場
合
に
も
使
用
さ
れ
る
が
、
租
税
の
場
合
は
他
の
納
税

い
わ
ば
一
種
の
納
税

者
の
納
め
る
べ

き
租
税
を
管
理
す
る
こ
と
で
、

-71-

請
負
で
あ
る。

と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
明
末
以
来
納
税
は
自
封
投

摘
、
す
な
わ
ち
各
納
税
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
納
め
る
べ
き
租
税
を

直
接
州
牒
の
金
庫
に
納
久
ず
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
。
賓
際

問
題
と
し
て
は
こ
れ
が
却
っ
て
煩
雑
で
、
む
し
ろ
包
携
の
方
が
便
利

な
場
合
も
あ
っ
た
が
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
清
朝
に
お
い
て
も
包
揮

は
制
度
上
固
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
吋
そ
れ
は
包
揮
が
常
に
中
飽
・
侵

蝕
の
手
段
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
包
揖
の
主
健
は
多
様

で
あ
っ
て
、
徴
税
措
嘗
者
の
側
の
菅
吏
や
街
役
が
行
う
こ
と
も
あ
る

し
、
ま
た
納
税
者
側
の
皇
書
と
か
郷
紳
と
か
、
あ
る
い
は
一
般
人
民

の
中
の
根
徒
な
ど
と
呼
ば
れ
る
連
中
が
や
る
こ
と
も
あ
る
。
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そ
の
う
ち
管
吏
・
街
役

・
墨
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
既
に
侵
蝕
と

関
聯
し
て
例
を
あ
げ
た
か
ら
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
納
税
者
の
聞
で

行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
紳
衿
の
場
合

に
つ
い
て
は
、
既
に
禽
典
中
に
は
早
く
か
ら
包
撹
に
つ
い
て
の
罰
則

闘

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
珍
し
か
ら
ぬ
現
象
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
薙

正
年
間
に
な
っ
て
か
ら
も
、
四
年
十
二
月
の
刑
部
の
覆
議
に
よ
っ
て
、

貢
生
・
監
生
・
生
員
が
包
捷
の
銭
糧
を
と
り
こ
ん
で
滞
納
を
致
し
た

I

者
は
身
分
を
剥
奪
し
た
上
完
納
さ
せ
る
し
、
た
と
い
滞
納
が
な
く
と

も
包
撞
の
事
震
が
あ
れ
ば
身
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
っ
た
咽
江
蘇

に
つ
い
て
い
え
ば
、
張
坦
麟
が
「
包
携
の
衿
祖
」
に
つ
い
て
言
及
し

閣

た
の
は
、
右
の
規
定
が
出
て
か
ら

一
年
近
く
も
後
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
特
異
な
例
と
し
て
は
、
松
江
に
お
い
て
兵
丁
の
包
摺
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
武
官
兵
丁
の
騎
横
の
現
れ
と
し
て

述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
兵
丁
が

一
人
お
れ
ば
そ
の
者
が
親
族

の
銭
糧
を
包
捷
し
て
、
地
方
官
は
催
徴
に
由
な
い
あ
り
さ
ま
だ
と
い

弘
紳
衿
は
身
分
上
特
楼
を
持
っ
た
者
で
あ
っ
て
叫
そ
の
貼
で
膏
役

な
ど
職
責
上
の
開
係
か
ら
す
る
者
と
同
様
包
揖
を
行
い
易
い
立
場
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
一
般
人
民
が
包
構
を
行
う
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
も
あ
る
場
合
に
は
薙
正
帝
自
ら
も
指
摘
し
て
い
る

四

よ
う
に
、
納
税
者
の
便
利
と
い
う
貼
か
ら
や
む
を
え
な
い
よ
う
な
例

も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
多
く
は
こ
れ
が
官
に
納
入
さ
れ
な
い
で
終
る

思
で
は
、
膏
役
な
ど
の
包
捷
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
主
位
が
姦
徒
と

か
復
徒
と
か
呼
ば
れ
る
理
由
で
も
あ
る
。
陳
時
夏
は
震
調
停
麻
で
奮
欠

の
銭
糧
を
包
撹
し
て
い
た
視
徒
が
、
調
査
の
結
果
追
徴
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
知
鯨
の
と
り
た
て
の
巌
し
い
の
を
逆
恨
み
し
て
、
巡
撫

ω
 

の
と
こ
ろ
へ
訴
え
て
き
た
例
を
あ
げ
て
い
る
。
江
蘇
以
外
の
例
を
も

あ
げ
て
み
る
と
、
江
蘇
に
つ
い
で
民
欠
の
多
か
っ
た
山
東
に
つ
い
て
、

費
金
吾

、いか
民
欠
の
う
ち
に
は
膏
役
・
里
書
が
包
収
侵
蝕
し
た
も
の
が

問

甚
だ
多
い
と
い
い
、
漸
江
に
つ
い
て
王
園
棟
が
衿
監

・
膏
役
の
包
揖

四

侵
欠
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
嘗
然
強
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

湖
南
に
つ
い
て
越
弘
恩
が
育
役

・
衿
梶
の
包
侵
多
き
こ
と
を
述
べ
閣
内

楊
永
斌
も
紳
衿
の
包
捷
を
官
吏
の
侵
蝕

・
賓
在
の
民
欠
と
な
ら
べ
て

ω
 

あ
げ
、
甘
粛
に
つ
い
て
は
許
容
が
里
甲
頭
人
の
包
捷
侵
蝕
が
習
慣
化

し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
、
鹿
西
に
つ
い
て
劉
廷
諜
が
各
頭

・
里
長
の

関

包
撞
を
述
べ
て
い
る
の
な
ど
を
見
る
と
、
数
字
の
上
か
ら
は
民
欠
が
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大
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
地
方
に
お
い
て
も
、
包
揖
と

い
う
現
象
は
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
包
揮
の
結
果
と
し
て
の
民
欠
は
、
個
々
の
納
税
者
が
直



接
に
納
税
を
怠
り
、
或
は
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
に
謝
し
て
個
々
の
納
税
者
が
直
接
に
責
任
を
有
す
る

場
合
も
あ
る
わ
け
で
、
負
携
が
重
す
ぎ
て
納
め
ら
れ
な
い
と
い
う
場

合
も
あ
ろ
う
し
、
納
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
く
て
も
、
な
る
べ
く
納

め
ず
に
す
ま
そ
う
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
税
の
定
額
減
兎
が
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
は
、

前
者
の
要
素
が
或
る
程
度
康
く
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
た
め

い
ず
れ
に
し
て
も
、
滞
納
が
積
極
的
な
抵
抗
の

形
を
と
っ
て
現
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
抗
糧
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
車
な

る
租
税
徴
収
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
風
俗
の
問
題
と
し
て
、
い
う

と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
ら
ば
被
支
配
者
と
し
て
の
道
徳
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
注
目
さ

れ
、
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
か
な
り
多
く
の
事
例

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
主
櫨
の
吐
禽

で的
あ地
ろ位
う帽に
0-よ

っ
て

一
躍
紳
衿
と
一
般
人
民
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
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紳
衿
は
江
蘇
に
お
い
て
は
あ
ま
り
露
骨
な
手
段
に
よ
る
抗
糧
は
し

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
桂
賓
が
紳
衿
の
完
糧
は
家
々
と
し
て
い

ω
 

く
ば
く
も
な
い
と
い
い
、
高
斌
が
紳
衿
大
戸
の
積
欠
は
累
え
と
述
べ

て
い
文
明
よ
う
に
、
滞
納
は
多
か
っ
た
が
、
紳
衿
富
戸
の
内
に
は
花
分

-
詑
寄
の
手
段
に
よ
っ
て
銭
糧
を
ご
ま
か
し
、
長
年
抗
欠
す
る
者
が

舗

あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
暗
々
の
う
ち
に
納
税
を
兎
れ
る
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。
無
論
地
方
官
の
方
で
も
紳
衿
に
謝
し
て
は
遠
慮
し
て

積
極
的
な
徴
収
活
動
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
紳
衿
の
側

で
も
事
情
や
む
を
得
ず
と
な
れ
ば
、
積
極
的
に
納
入
す
る
こ
と
も
あ

り
、
い
わ
ば
一
種
の
洗
練
さ
れ
た
駈
引
き
が
行
わ
れ
て
、
露
骨
な
力

ず
く
の
抗
糧
事
件
を
起
す
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
し
か
しt
他
の
地
方
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
徐

本
の
述
べ
る
安
徽
貴
池
鯨
の
例
で
は
生
員
市
張
坦
麟
の
報
告
す
る

江
西
寧
都
臓
の
例
で
は
武
田
挙
人
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
お
い
ま

た
許
容
も
甘
粛
の
階
州
に
お
い
て
抗
糧
の
た
め
に
衿
視
が
山
に
登
つ

関

て
衆
を
環
め
た
例
を
あ
げ
て
い
る
。
藍
鼎
元
が
詳
述
し
て
い
る
庚
東

潮
陽
瞬
の
山
門
城
の
場
合
は
、
直
接
の
滞
納
者
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
が
、
督
促
に
射
し
て
暴
力
を
ふ
る
っ
て
抵
抗
し
た
の
は
同
族
中
の

ω
 

監
生
や
武
生
で
あ
っ
た
。

-73 -

つ
ぎ
に
一
般
人
民
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
陳
時
夏
が
震
津
鯨
と
嘉

定
豚
の
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
震
調
停
鯨
で
は
薙
正
五
年
四

月
に
、
嘗
欠
銭
糧
の
調
査
督
促
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
簡
村
地
方
に
お

い
て
二
重
徴
収
だ
と
い
っ
て
さ
わ
ぎ
出
し
、
勝
街
に
お
し
か
け
て
門
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措
を
打
ち
こ
わ
し
た
。
十
数
名
を
捕
え
て
取
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、

督
促
に
来
た
保
戸
が
滞
納
者
名
を
書
き
違
え
て
い
た
と
い
う
の
と
、

幅
値
書
に
既
納
の
銭
糧
を
侵
蝕
し
て
逃
亡
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
(
そ

の
侵
蝕
分
を
も
う
一
度
督
促
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
)
と
い
う

二
黙
が
理
由
と
な
っ
て
い
た
。
陳
時
夏
は
奮
欠
の
半
ば
は
抗
頑
の
輩

の
所
信
用
で
、
も
と
も
と
良
戸
で
は
な
い
、
知
町
怖
の
方
に
も
手
落
ち
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
調
査
も
願
い
出
な
い
で
い
き
な
り
役
所
を
さ
わ
が

ω
 

せ
た
の
は
乃
風
甚
だ
長
ず
べ
か
ら
古
る
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

ぎ
に
嘉
定
燃
の
場
合
は
薙
正
五
年
二
月
十
一
日
夜
、

四
門
の
域
外
の

吊
橋
の
木
板
を
破
壊
し
て
水
中
に
棄
て
、
督
促
の
差
役
が
郷
村
に
出

向
く
道
を
紹
ち
、
同
時
に
滞
納
の
銭
糧
を
納
入
す
る
者
に
劃
し
て
は

掠
奪
を
行
う
と
い
い
ふ
ら
し
た
。
こ
れ
は
知
鯨
が
き
ま
じ
め
に
従
来

の
滞
納
を
督
促
徴
収
し
よ
う
と
し
た
所
か
ら
起
っ
た
事
件
で
、
直
ち

に
十
一
人
の
者
が
逮
捕
さ
れ
、
滞
納
の
督
促
徴
収
は
既
定
方
針
、
通
り

行
わ
れ
た
。
こ
の
報
告
に
劃
し
て
薙
正
帝
は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
督

撫
の
無
能
に
原
因
が
あ
る
の
で
、
こ
の
際
事
な
か
れ
主
義
の
態
度
を

と
っ
た
な
ら
ば
、
際
限
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
淑
江
や
一
阿
南
で
は
紹

幽

封
に
こ
ん
な
こ
と
は
な
い
筈
だ
と
の
珠
批
を
輿
え
て
い
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
漸
江
に
は
李
衛
が
、
河
南
に
は
回
文
鏡
が
い
た
わ
け
で
、

お
前
も
二
人
を
見
習
っ
て
し
っ
か
り
や
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
反
抗
活
動
は
示
さ
な
か
っ
た
か
も
知
れ

な
い
が
、
漸
江
に
お
い
て
も
抗
糧
の
事
賓
が
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と

ω
 

は
や
田
の
李
衛
自
身
が
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
地

方
に
お
い
て
も
、
蒋
洞
の
報
告
す
る
山
西
臨
晋
鯨
の
川
崎
や
、
査
部
阿

の
述
べ
る
甘
粛
清
源
燃
の
仰
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
陳
時
夏
の
記
述
し

た
の
と
似
た
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
種
の
事
件
が
必
ず
し
も
税
額
の

つ

多
い
、
或
は
滞
納
の
多
い
地
方
ば
か
り
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ

と
が
判
る
。
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右
に
お
い
て
は
抗
糧
を
納
税
拒
否
の
た
め
に
暴
力
的
な
手
段
を
と

る
こ
と
と
解
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
賓
は
舎
典
の
規
定
で
は
抗
糧

の
意
味
は
も
っ
と
蹟
く
解
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

租
税
は
嘗
然
納
入
す
べ
き
も
の
と
い
う
立
場
か
ら
す
る
と
、
別
段
暴

力
の
行
使
を
伴
わ
な
く
と
も
、
納
入
不
可
能
な
理
由
が
読
明
さ
れ
な

い
限
り
、
不
納
滞
納
は
抗
糧
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
不
正
手
段
を
用
い
る
場
合
な
ど
は
、
無
論
立
涯
な
抗
糧
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
紳
衿
に
つ
い
て
は
、
そ
の
祉
舎
的
道
徳
的
な

立
場
か
ら
し
て
も
、
理
念
上
は
一
般
人
民
よ
り
強
い
納
税
義
務
を
有

す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
墜
に
滞
納
が
高
率
に
達



ず
る
だ
け
で
も
、
身
分
上
の
慮
分
に
値
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
知

賞
際
は
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
紳
衿
は
そ
の
地
位
や
特
権
を
不
正
に
利

用
し
て
、

で
き
る
だ
け
納
税
を
兎
れ
よ
う
と
し
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
官
吏
も
そ
れ
を
歌
認
乃
至
は
援
助
す
る
の
が
普
、
通
だ
っ
た
ら

し
く
、

そ
の
駐
統
治
機
構
の
面
に
お
け
る
支
配
と
被
支
配
と
の
閥
係

を
越
え
て
、
官
吏
と
紳
衿
と
が

一
つ
の
階
級
乃
至
集
圏
を
形
成
し
て

い
た
こ
と
が
明
白
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民
欠
の
原
因
を
よ
り

一
方
に
お
い
て
納
税
可
能
で
あ
り
乍
ら

深
く
追
求
す
る
た
め
に
は
、

滞
納
不
納
を
行
う
紳
衿
層
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
、
他
方
に
お
い

て
は
た
と
い
納
め
た
く
て
も
完
納
で
き
な
い
農
民
の
賓
情
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
本
稿
で

は
そ
こ
ま
で
立
入
る
徐
裕
は
な
い
の
で
、
以
上
き
わ
め
て
表
面
的
な

現
象
の
羅
列
に
移
っ
た
が
、

一
躍
民
欠
の
原
因
と
み
ら
れ
る
事
項
の

解
説
を
終
る
こ
と
と
す
る
。

、
江
蘇
に
お
け
る
民
欠
の
整
理

前
述
の
よ
う
に
江
蘇
に
お
い
て
は
、
落
正
初
年
に
莫
大
な
額
を
兎

除
し
た
に
拘
ら
ず
、
な
お
多
額
の
民
欠
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
が
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は
か
ば
か
し
く
整
理
さ
れ
な
い
賓
情
で
あ
っ
た
。
よ
く
い
わ
れ
る
江

蘇
は
財
賦
の
重
地
と
い
う
こ
と
ば
を
、
薙
正
年
閣
の
数
字
に
照
し
て

考
え
て
み
る
と
、
薙
正
二
年
に
お
け
る
全
閣
の
地
丁
収
入
の
総
額
は
、

起
運
と
存
留
の
南
者
を
含
め
て
約
三
千
蔦
南
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し

て
、
江
蘇
は
約
四
百
寓
雨
で
、
十
三
%
強
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
江
蘇
に
お
い
て
、

E
額
の
滞
納
が
累
積

し
て
い
V

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
財
政
上
の
問
題
と
な
ら

古
る
を
得
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
滞
納
の
異
常

な
ま
で
の
累
積
ぶ
り
は
、
地
方
末
端
に
お
け
る
行
政
の
素
見
を
推
察

せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
官
僚
生
活
の
経
済
面
を
繭
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正
す
る
た
め
に
は
、
表
向
き
の
駒
空
ば
か
り
で
な
く
、
民
欠
の
中
に

ーひ
そ
む
そ
れ
を
も
取
締
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
民
欠
の
中
に
大
き

な
比
重
を
占
め
る
郷
紳
を
粛
清
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
薙

正
帝
は
六
年
十
一
月
に
至
っ
て
、
江
蘇
の
滞
納
に
つ
い
て
徹
底
的
な

調
査
を
行
う
決
意
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
戸
部
に
針
す
る

か
な
り
長
文
の
上
識
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

は
じ
め

に
民
欠
積
滞
の
原
因
を
い
ろ
い
ろ
述
。
へ
、

つ
ぎ
に
こ
の
問
題
に
闘
す

る
従
来
の
い
き
さ
つ
を
回
顧
し
、
最
後
に
今
後
の
方
針
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
原
因
の
中
で
は
、
官
僚
が
脇
空
を
ご
ま
か
す
た
め
に
民

欠
と
偽
っ
て
い
る
場
合
と
、
納
税
者
は
既
に
納
め
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
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膏
役
が
侵
蝕
し
て
い
る
場
合
の
二
つ
を
と
り
あ
げ
、
前
者
は
全
慢
の

一
、
二
割
、
後
者
が
三
、
四
割
を
占
め
て
い
て
、
員
の
民
欠
は
四
、

五
割
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

酷
を
追
求
し
な
け
れ
ば
、
人
民
に
思
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
も
で
き
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
従
来
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
張
構
が
帝
の
意

に
反
し
て
右
の
黙
の
調
査
を
行
わ
ず
、

一
様
に
民
欠
だ
と
し
て
分
年

糟
徴
を
願
い
出
た
が
、

一
臆
そ
れ
を
認
め
て
や
っ
た
け
れ
ど
も
、
自

分
と
し
て
は
甚
だ
不
満
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
ま
た
陳
時
夏

の
や
り
方
が
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
だ
な
く
、
自
己
の
責
任
を
兎
れ

よ
う
が
震
に
、
全
く
で
た
ら
め
の
方
法
を
願
い
で
て
、
何
と
か
早
く
か

た
を
つ
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
。
な
お
そ
の
間

に
郭
爾
泰
に
つ
い
て
、
か
れ
を
江
蘇
に
留
め
お
く
こ
と
が
で
き
た
ら、

き
っ
と
調
査
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
残
念
だ
っ
た
と
い
わ
ん
ば
か
り

の
口
吻
を
洩
ら
し
て
い
る
。
最
後
に
今
後
の
方
針
と
し
て
、
現
在
費

継
善
が
仕
事
を
始
め
て
い
る
が
、
こ
の
件
は
煩
重
で
と
て
も
一
人
で

は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
ま
で
幣
徴
の
措
置
を
と
ら
れ
て
い
た

地
丁
銭
糧
八
百
十
三
甘
削
除
雨
は
、
掛
国
分
全
部
徴
収
停
止
に
し
、
人
員
を

波
遣
し
て
、
地
方
官
と
協
力
し
て
調
査
を
行
わ
し
め
、
各
州
鯨
の
官

侵
は
い
く
ら
、
吏
蝕
は
い
く
ら
、
員
の
民
欠
は
い
く
ら
と
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
も
う
一
度
指
示
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る。

薙
正
帝
が
こ
の
よ
う
な
考
を
固
め
る
に
至
っ
た
の
は
、
無
論
従
来

の
経
過
と
種
々
の
情
報
に
よ
っ
て
考
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
珠

批
議
旨
中
に
見
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、
右
の
上
議
中
に
は
名
が
出

て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、
芦
継
善
の
前
任
者
で
あ
る
磐
理
蘇
州
巡
撫
張

畑
一
麟
の
意
見
が
大
き
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
張
坦
麟
は
、
張
構
の
や
っ
た
分
年
稽
徴
の
成
績
が
上
ら

な
い
の
は
、
そ
れ
が
形
式
的
で
徹
底
的
な
調
査
の
上
に
立
っ
た
も
の

で
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
委
員
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を
設
け
て
地
方
官
と
協
同
し
て
詳
細
な
調
査
を
行
い、

侵
収
包
納
は

徹
底
的
に
責
任
者
を
追
及
し
て
今
後
の
こ
ら
し
め
と
し
た
い
と
い
う

こ
と
を
提
案
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
上
識
の
出
た
翌
十
二
月
に
は
、
こ
の

件
に
関
す
る
主
要
な
人
事
が
殻
令
さ
れ
た
。
そ
れ
は
職
責
に
臆
じ
て

三
段
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
純
理
と
し
て
は
中
央
か
ら
戸
部

侍
廊
の
王
瑛
と
刑
部
侍
廊
の
多
維
新
の
二
人
が
汲
遣
さ
れ
、
地
方
で

は
署
理
江
蘇
巡
撫
の
芦
継
善
と
、
既
に
筋
空
の
調
査
の
信
用
に
涯
遣
さ

れ
て
い
た
巡
察
御
史
の
伊
投
費
、

お
よ
び
布
政
使
の
越
向
釜
が
指
名

さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
府
州
ご
と
に
分
査
が
置
か
れ
、
蘇
州
府
は
同
府
の



知
府
徐
永
一
両
(
知
府
の
職
務
に
つ
い
て
は
代
理
を
設
け
て
、
調
査
事

務
に
専
念
さ
せ
る
)
、
松
江
府
は
漸
江
杭
嘉
湖
道
の
王
朔
維
、
常
州
府

は
蘇
松
糧
道
の
鴻
景
夏
、
鎮
江
府
は
一
幅
建
汀
濠
道
の
朱
鴻
籍
、
太
倉

州
は
湖
贋
岳
常
道
の
温
而
遜
が
指
名
さ
れ
、
残
る
江
寧
、
治
安
、
揚

州
の
三
府
と
徐
、
遇
、
却
、
海
の
四
州
の
分
査
は
在
京
の
科
道
部
属

内
か
ら
保
翠
す
べ
き
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
分
査
の
下
に
は
各
州
鯨

を
推
賞
す
る
協
査
が
置
か
れ
る
議
定
で
、
そ
の
選
任
に
つ
い
て
も
詳

細
な
指
示
が
輿
え
ら
れ
た
ほ
か
、
特
に
こ
の
積
欠
清
査
の
事
を
李
衛

同
州

に
も
輿
り
聞
か
し
め
よ
と
い
う
注
意
が
な
さ
れ
て
い
み
ぜ
さ
ら
に
七

年
正
月
に
は
、
右
の
人
事
の
補
充
と
し
て
、
分
査
に
御
史
戴
永
棒
、

給
事
中
銭
兆
抗
、
躍
部
鄭
中
許
均
、
刑
部
部
中
胡
培
耀
の
四
人
が
指

名
さ
れ
、
ま
た
協
査
四
十
九
員
の
う
ち
強
化
麟
ら
二
十
三
員
が
決
定

し
た
ほ
か
、
各
員
の
養
廉
に
つ
い
て
も
決
め
ら
れ
て
い
か
。

こ
れ
で
調
査
事
業
の
償
制
は
一
臆
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
用
意

周
到
な
薙
正
帝
は
、
事
業
の
困
難
を
除
去
す
る
た
め
に
さ
ら
に
一
つ

の
便
法
を
指
示
し
た
。
そ
れ
は
七
年
二
月
に
内
閣
に
輿
え
た
議
旨
の

中
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
民
欠
の
名
の
下
に
官
員
吏
膏
の
侵
蝕
中
飽

か
れ
h

り
の
自
首
を
許
し
、

が
多
く
隠
さ
れ
て
い
る
事
賓
に
鑑
み
て
、
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自
首
し
た
者
に
つ
レ
て
は
慮
罰
を
行
わ
ず
、
従
前
の
帯
徴
の
期
限
に

よ
っ
て
分
割
納
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
の
が
そ
の
要
旨
で
あ

る
。
無
論
一
方
で
は
、
調
査
の
結
果
ど
う
せ
曝
露
す
る
こ
と
だ
か
ら
、

あ
ぐ
ま
で
ご
ま
か
そ
う
と
し
て
自
首
し
な
か
っ
た
り
、
或
は
自
首
し

て
も
そ
の
内
容
が
不
正
だ
っ
た
場
合
に
は
、
律
に
照
し
て
慮
断
し
、

侵
蝕
し
た
銭
糧
は
監
禁
し
て
一
年
以
内
に
追
徴
す
る
ぞ
と
い
う
巌
重

な
警
告
を
も
忘
れ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
年
の
四
月
に
は
、
遁
常
の

地
丁
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
漕
項
二
百
八
十
一
高
徐
南
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
徴
収
を
停
止
し
て
調
査
の
便
宜
を
計
る
旨
の
指
示
が
出
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
こ
の
年
三
月
か
ら
調
査
事
業
は
始
め
ら
れ
た
わ
け
で
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あ
る
が
、
薙
正
帝
の
周
到
な
準
備
と
配
慮
と
に
も
拘
ら
ず
、
最
初
は

必
ず
し
も
帝
の
意
圃
遜
り
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
同
年
十
月
に
内
閣
に
下
し
た
論
旨
に
お
い
て
、
帝
は
事

業
携
賞
者
が
意
圃
を
は
き
ち
が
え
て
い
る
こ
と
を
、
か
な
り
激
し
い

口
調
で
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
向
。
相
嘗
長
文
の
議
旨
で
あ
る
が
、

要
旨
を
た
ど
っ
て
み
る
と
九
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
ま
ず

こ
の
事
業
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
吏
治
を
整
粛
な
ら
し
め
民
風
を
淳

厚
な
ら
し
め
る
手
段
で
あ
る
と
し
、
ま
た
直
接
の
目
的
と
し
て
は
、

再
三
く
り
か
え
し
た
官
侵
、
吏
蝕
、
民
欠
の
三
項
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
あ
げ
、
さ
ら
に
幣
徴
の
鏡
糧
を
全
部
徴
収
停
止
に
し
て
、
そ
の
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旨
を
周
知
せ
し
め
る
手
段
を
と
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

つ
ぎ
に
か
く

の
加
く
数
回
に
わ
た
っ
て
指
示
を
重
ね
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
命
を
承
け

た
る
員
は
奉
行
す
る
こ
と
善
か
ら
ず
」
、
種
々
の
不
都
合
が
あ
る
と
い

っ
て
い
く
つ
も
寅
例
を
あ
げ
、
全
部
は
信
用
で
き
ぬ
話
か
も
知
れ
ぬ

が
人
言
籍
々
た
る
か
ら
に
は
、

そ
の
事
を
総
理
す
る
者
が
こ
れ
を
聞

か
ぬ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の

叱
責
の
第
一
の
封
象
に
な
っ
た
の
は
王
瑛
で
あ
っ
て
、

か
れ
が
そ
の

任
務
に
つ
い
て
か
ら
牢
年
ば
か
り
の
短
期
間
で
兎
職
に
な
っ
た
の
は
、

他
に
も
理
由
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
右
の
事
情
が
関
係
し
て

ω
 

い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
議
旨
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、

こ
う
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
は
、
銭
粗
の
徴
収
督
促
を
清
査
と
は
き

ち
が
え
た
誤
か
ら
来
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
各
員
の
誤
解
を
具
般
的

に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
温
而
遜
と
朱
鴻
緒
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、

二
人
と
も
早
く
滞
納
を
一
掃
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
徴
収
の
停
止
と
関
聯
し
て
、

自
首
完
納
を
願
い
出
た
者
の
取
扱
い
を
詳
し
く
指
示
じ
、
最
後
に
も

う
一
度
、
各
員
は
た
だ
銭
糧
を
重
ん
ず
る
だ
け
で
、
股
が
吏
治
を
澄

清
な
ら
し
め
小
民
を
恵
養
す
る
心
を
知
ら
な
い
、
そ
の
事
を
司
る
者

は
は
ず
か
し
く
な
い
の
か
と
責
め
て
い
る
。
こ
れ
も
総
理
の
任
に
あ

る
大
臣
に
射
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

さ
て
株
批
議
旨
中
に
は
こ
の
調
査
に
携
っ
た
総
理
、
分
査
の
人
員

壬
瑛
、
彰
維
新
、
伊
桂
湾
、
安
修
徳
、
晋
ノ
総
善
、
高
斌
、

の
う
ち
、

王
糊
維
の
七
人
の
奏
摺
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
出
て
く

る
民
欠
を
め
ぐ
っ
て
の
種
々
の
問
題
に
つ
い
ト
て
は
、
大
剛
眼
前
節
に
紹

介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
事
業
の
進
行
に
関
す
る
も
の
だ
け
を
み
て

ゆ
く
と
、
約
半
年
た
っ
た
七
年
九
月
に
は
伊
技
賓
が
中
間
的
な
数
字

を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

八
月
ま
で
に
納
入
さ
れ
た
奮

欠
が
十
寓
九
千
八
百
徐
雨
、
紳
衿
大
戸
が
自
認
し
た
額
が
四
十
高
五
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千
一
百
徐
雨
、
官
吏
混
同
役
の
自
首
し
た
侵
蝕
の
額
が
百
八
十
九
寓
一

千
八
百
徐
南
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
自
首
に
よ
る
も
の
と
調
査
に
よ

る
も
の
と
を
併
せ
て
、
三
項
を
匡
別
し
た
帳
簿
を
造
る
作
業
が
進
め

ら
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
帳
簿
は
民
欠
耐
と
よ
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
途
上
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
判
明
し
て
き
た
種
々
の
不
正

の
賓
情
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
に
述
べ
た
か
ら
繰
り
返
さ
な
い
。
た

だ
調
査
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
議
想
に
達
わ
ず
官
侵
吏
蝕
の
多
い

こ
と
が
判
明
し
て
き
た
よ
う
で
、
彰
維
新
は
そ
れ
が
賓
に
大
半
を
占

回

め
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
年
十
一
月
ま
で
に
自
首
と

査
察
に
よ
っ
て
判
明
し
た
分
を
合
せ
て
、
侵
蝕
銀
は
四
百
寓
二
千
三



百
四
十
徐
南
じ
達
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
加
。
こ
の
報
告
じ
は

な
お
、

ζ

の
期
に
及
ん
で
も
ま
だ
何
と
か
ご
ま
か
そ
う
と
企
て
る
き

わ
ゆ
て
校
猪
な
輩
の
存
在
を
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
分
査
の
中
で
株

批
議
旨
中
に
奏
摺
を
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

王
糊
維
一
人
で
あ
る

が
、
か
れ
の
携
嘗
し
た
松
江
府
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
遁
り

調
査
す
べ
き
積
欠
二
百
二
十
四
蔦
徐
爾
の
う
ち
、
九
年
二
月
ま
で
に

判
明
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
官
侵
銀
が
二
蔦
八
千
九
百
徐
爾
、
吏
蝕
銀

が
百
三
十
寓
五
千
二
百
徐
爾
と
い
う
こ
と
で
、
侵
蝕
の
合
計
は
正
に

線
額
の
牢
ば
を
こ
え
て
お
り
、
し
か
も
な
お
再
調
査
を
加
え
る
つ
も

り
だ
と
い
っ
て
い
る
。

薙
正
帝
は
九
年
の
五
月
に
払
っ
て
、
こ
の
事
業
H
K
劃
す
る
最
後
の

注
意
を
護
し
た
。
そ
れ
は
一
つ
は
地
方
官
が
民
欠
に
劃
し
て
包
捷
侵

蝕
の
罪
を
か
け
た
が
る
こ
と
、
今
一
つ
は
人
民
が
自
分
で
滞
納
し
て

お
い
た
も
の
を
吏
役
に
侵
蝕
さ
れ
た
と
い
い
く
ら
ま
す
者
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
黙
は
詳
細
に
調
べ
て
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

ω
 

ぬ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
予
綴
善
と
彰
維
新
が
そ
れ
ぞ
れ

返
奏
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
多
少
と
も
静
解
め
い
た
も
の
に
な
っ
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て
い
る
。
そ
れ
で
も
彰
維
新
の
奏
摺
は
、
皇
役
の
不
正
の
賓
情
な
ど

を
詳
し
く
述
べ
て
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
に
劃
し
、
者
ノ
雌
植
差
同
は
こ

の
件
に
つ
い
て
二
月
中
に
分
査
の
大
員
に
通
知
し
て
慮
置
を
と
ら
せ
、

三
、
四
月
に
は
既
に
改
訂
し
た
旨
の
報
告
を
う
け
て
い
る
が
、

--r-
e
J
eJ
 

常
州
だ
け
は
自
分
が
、
直
接
手
を
下
す
つ
も
り
で
、

七
八
月
中
に
は

完
成
す
る
だ
ろ
う
と
、
い
か
に
も
御
心
配
に
及
び
ま
せ
ん
と
言
わ
ん

ば
か
り
に
述
べ
て
、
薙
正
帝
か
ら
「
侯
寅
に
汝
等
に
代
り
て
之
を
慌

同叩

ず
」
と
い
う
最
大
、級
の
罵
言
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伴
は
結
局

ど
う
扱
わ
れ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
年

の
中
に
調
査
は
移
っ
て

j

そ
の
結
果
は
恐
ら
く
彰
維
新
ら
が
蹄
京
の

よ
直
接
上
奏
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
十
年
二
月
の
内
閣
に
封
ず
る

-79 -

議
旨
の
中
に
見
え
る
の
が
そ
れ
で
、
康
照
五
十
一
年
か
ら
薙
正
四
年

ま
で
の
積
欠
の
合
計
が
一
千
一
高
六
千
三
百
雨
儀
、
そ
の
う
ち
侵
蝕

包
撞
さ
れ
た
も
の
が
四
百
七
十
二
蔦
六
千
三
百
雨
儀
、
員
の
民
欠
は

五
百
三
十
九
蔦
爾
徐
と
い
う
数
字
が
出
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
帝

の
竣
想
し
た
員
の
民
欠
は
十
中
の
四、

五
と
い
う
の
よ
り
は
い
く
ら

か
民
欠
の
方
が
多
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
躍
民
欠
と
さ
れ
て
い
た

も
の
の
中
か
ら
、
牟
ば
に
近
い
侵
蝕
が
摘
護
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
結
果
に
射
し
て
、
帝
は
頗
る
寛
大
な
措
置
を
と
っ
た
。

ま
ず
侵
蝕
包
揖
の
分
に
つ
い
て
は
、
十
年
に
分
け
て
帯
徴
す
る。

そ

の
責
任
を
有
す
る
官
員
吏
膏
は
、
本
来
な
ら
重
罪
を
加
え
る
べ
き
で
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あ
る
が
、
年
ふ
り
た
こ
と
で
あ
り
人
数
も
多
い
か
ら
、
格
別
の
恩
恵

を
施
し
て
、
年
限
に
先
立
っ
て
完
納
し
た
者
は
官
位
の
回
復
を
許
し

て
奨
励
の
意
を
示
し
、
期
限
通
り
に
納
め
た
者
は
罪
を
克
ず
る
こ
と

に
す
る
。
ま
た
民
欠
の
方
は
、
二
十
年
間
の
帯
徴
と
い
う
こ
と
に
し

て
、
海
正
十
年
か
ら
徴
収
を
開
始
し
、
本
年
度
分
を
完
納
す
れ
ば
、

そ
の
額
に
麿
じ
て
次
年
度
分
の
正
税
を
減
額
す
る
。
こ
れ
は
滞
納
分

を
兎
除
す
れ
ば
、
従
来
納
税
を
怠
っ
て
い
た
頑
戸
が
得
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
、

き
ち
ん
と
納
税
し
て
い
た
善
良
の
民
が
恩
恵
に
輿
ら
ず
、

民
を
盟
に
し
て
風
俗
を
善
導
す
る
所
以
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

す
れ
ば
民
欠
を
整
理
し
た
と
て
全
く
政
府
に
収
め
る
わ
け
で
な
く
、

高
民
に
思
惑
を
施
し
て
し
か
も
よ
か
ら
ぬ
輩
は
倹
倖
に
め
ぐ
り
あ
う

こ
と
な
く
、
吏
治
は
濡
清
さ
れ
て
民
風
は
淳
厚
に
な
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
の
で
あ
る
訓
か
く
て
さ
し
も
滞
積
し
た
江
蘇
の
民
欠
も
、
漸
く

最
終
的
な
庭
理
が
決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
以
上
の
舷
述
と
重
複
す
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
落
正
帝
の
民

欠
に
劃
す
る
態
度
の
幾
遷
を
考
え
て
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

民
欠
を
庭
理
す
る
方
策
と
し
て
は
、
こ
れ
を
兎
除
し
て
し
ま
う
か
、

そ
れ
で
な
け
れ
ば
あ
く
ま
で
徴
収
す
る
か
で
あ
る
が
、
徴
収
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
一
度
に
と
り
た
て
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
、
分
年
帯

徴
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
薙
正
帝
は
こ
の
二
つ
の
手

段
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
た
か
。
初
期
に
お
い
て
は
康
照
年
間
以

来
久
し
く
滞
積
し
て
き
た
民
欠
に
劃
し
て
、
大
幅
な
克
除
政
策
を
と

っ
た
。
特
に
江
蘇
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
り
、
安
徽

・
漸
江

・
一幅
建

・

快
西
に
つ
レ
て
も
同
様
の
慮
置
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
分
年

幣
徴
の
措
置
が
な
さ
れ
た
の
は
、
直
隷
・
山
東

・
河
南
・
山
西
な
ど

で
あ
り
、
ま
た
克
除
の
行
わ
れ
た
地
方
で
も
全
額
克
除
で
は
な
く
て
、

一
部
を
兎
除
し
て
、
残
絵
は
分
年
幣
徴
が
行
わ
れ
た
。
以
上
の
慮
置

が
と
ら
れ
た
地
方
は
、
大
鐙
に
お
い
て
滞
積
額
の
大
き
か
っ
た
地
方

凶

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
税
糧
額
の
大
き
な
地
方
で
も
あ
っ
た
。
但
し
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こ
の
ほ
か
の
地
方
で
も
滞
納
は
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
も
少
々
時

期
は
遅
れ
て
も
、
次
第
に
分
年
幣
徴
に
よ

っ
て
整
理
さ
れ
て
い

っ
た
。

直
接
の
兎
除
と
い
う
手
段
は
中
期
以
後
に
は
殆
ど
と
ら
れ
て
い
な

ぃ
。
例
外
と
し
て
六
年
十

一
月
の
福
建
に
劃
す
る
も
の
と
、
九
年
三

月
の
湖
北
河
陽
州
に
劃
す
る
克
除
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い

ず
れ
も
正
確
な
調
査
の
完
了
し
た
後
に
、
恐
ら
く
は
将
来
に
お
け
る

滞
納
累
積
の
危
険
が
な
い
も
の
と
の
判
断
に
立
っ
て
行
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
額
に
お
い
て
も
初
期
の
場
合
の
よ
う
な
大
き
な
も
の



で
は
な
い
。
滞
納
の
直
接
兎
除
に
代
る
政
策
と
み
ら
れ
る
も
の
に
、

減
税
と
特
定
年
度
に
お
け
る
減
克
措
置
が
あ
る
。
前
者
は
三
年
三
月

に
蘇
州
・
松
江
の
二
府
に
劃
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
、
五
年
十
月
に

嘉
輿
・
湖
州
の
二
府
に
劃
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
南
者
合

し
て
年
間
減
税
額
は
五
七
三
蔦
徐
雨
と
な
り
、
財
政
上
か
な
り
思
い

切
っ
た
措
置
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
減
額
し
て
も
、
滞
納

を
な
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
賓
質
的
に
は
却
っ
て
増
収
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
後
者
は
よ
り
廉
い
地
域
に
適
用
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
。

即
ち
七
年
二
月
に
淑
江
に
射
し
て
同
年
度
の
税
額
の
十
分
の
二
が
減

克
さ
れ
、
同
年
八
月
に
ほ
山
東
・
康
東
・
直
隷
・
険
西
・
山
西
・
安

凶

徽
に
劃
し
て
同
様
な
措
置
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
は
一
見

単
な
る
買
恩
政
策
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
、
事
賓
そ
れ
に

相
違
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

L
か
，も
一
方
に
お
い
て
民
欠
の
慮
理
と

密
接
に
か
ら
み
あ
っ
た
政
策
で
、
そ
こ
に
は
落
正
帝
ら
し
い
一
種
の

合
理
的
な
配
慮
が
梯
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
江
に
劃
す
る
減
兎

に
際
し
て
の
論
旨
中
に
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
が
含

ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
漸
江
の
奮
来
の
滞
納
に
つ
い
て
は
、
兎
除
と

い
う
こ
と
も
考
え
な
い
で
は
な
い
が
、
た
だ
年
来
の
未
納
と
い
う
の
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は
頑
戸
が
納
め
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
兎
除
し
て
や
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

正
規
の
納
税
を
し
な
い
で
お
い
て
恩
悪
に

浴
す
る
こ
と
に
な
り
、
頑
民
は
利
盆
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
良
普
な

る
者
は
恩
葱
に
輿
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
心
風
俗
を
教
化
善
導
す
る
所

以
で
は
な
い
。
そ
こ
で
良
民
に
も
一
律
に
恩
恵
が
行
き
わ
た
る
よ
う

に
、
本
年
度
の
正
税
を
二
割
減
額
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
調
こ
の
よ

う
な
考
え
方
が
江
蘇
に
封
し
て
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
地
先
に
見
た

通
り
で
あ
る
。
頑
戸
に
劃
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
取
り
立
て
を
行
い
、

そ
の
他
一
般
の
人
民
に
劃
し
て
は
恩
恵
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
、
薙

正
帝
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
は
一
石
二
鳥
の
妙
案
だ
っ
た
に
相
違
な
く
、

民
欠
慮
理
策
と
し
て
最
後
に
婦
着
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。

- 81ー

註

第

一

節

ω「
落
正
財
政
史
の
一
面
|
|
銭
糧
の
勝
空
と
そ
の
整
理
l
l
L
研
究
一
八

減。ω鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」
近
代
中
園
研
究
第
二
緒
。

ゆ
世
宗
寅
録
巻
二
ハ
、
落
正
二
年
二
月
甲
子
。

川

W
官
増
正
珠
批
議
旨
、
劉
於
義
、
確
正
十
年
頃
の
奏
摺
。
以
下
薙
正
珠
批
論
旨

に
つ
い
て
は
奏
者
名
と
年
月
日
を
略
記
す
る
だ
け
に
す
る
。

同
明
石
麟
、
七
・
ナ
二
・
十
一
。

制
世
宗
寅
鎌
倉
二
一
、
二
年
六
月
戊
寅
。
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仰
向
書
巻
二
六
、
二
年
十
一
月
辛
亥
。

ω許
容
、
七

・
四
・

十
五
、
査
郎
阿
、
八

・
四

・
二
十
八
。

ω一回
文
鏡
、

三

・
ニ

・
二
十
四
。

州
側
同
、
三
・
二
・
二
十
九
。

帥
問
、
三

・
九

・
二
十
九
。

伺
費
金
吾
、
六

・
八

・
二
十
七
。

帥
世
宗
貫
録
巻
九
、
元
年
七
月
庚
辰
。

制
闘
に
同
じ
。

帥
楽
正
大
消
品
目
典
巻
三
二
に
見
え
る
確
正
二
年
直
省
地
丁
銭
樋
起
運
存
留
鰍

に
よ
れ
ば
二
百
七
十
三
商
品
酢
爾
と
な
っ
て
い
る
が
、
費
金
五
ロ
は
本
文
の
鍬

{
子
を
起
解
司
庫
銀
の
定
額
と
し
て
得
げ
て
い
る
。
起
解
司
庫
銀
と
い
う
の

が
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
資
金
吾
が
こ
L

で
問
題
に
し
て
い

る
の
が
起
運
額
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
れ
自
ら
が
次
註
の
奏
摺

で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

制
問
費
金
吾
、
七

・
一
・
十
四
。

間
前
掲
拙
柑
側
、
六
九

・
七

O
頁
多
照
。

同
抑
制
に
同
じ
。

制
貌
廷
珍
、
五

・
十

一
・
十
九
。

帥
問
、
五

・
閏
三

・
六。

制
活
柱
、

五

・
五

・
十。

伺
謝
明
、
十

・
三
・
十
五
、
十

・
十
一

・
十
五
。

帥
越
弘
恩
、
十
二
・
六
・
二
十
五
。

帥
問
、
七

-
十
二
・

九
の
つ
ぎ
の
奏
摺
。

鈎
王
園
棟
、
薙
正
七
年
頃
の
奏
摺

O

M
W
M
仰
の
奏
摺
に
糾
問
し
て
輿
え
ら
れ
た
珠
批
。

制
迦
柱
、

六

・
九

・
八

。

抽

開
徐
本
、
薬
正
九
年
頃
の
奏
摺
。

闘
世
宗
賞
鍬
轡
九
七
、
八
年
八
月
美
丑
。

側
世
宗
賞
品
開
巻
一

O
四
、
九
年
三
月
乙
亥
。

削
刷
に
同
じ
。

ω李
街
、
四

・
三

・
一
。

闘
世
宗
賞
品
開
巻
六
二
、
五
年
十
月
己
酉
。

帥
同
書
巻
七
八
、
七
年
二
月
辛
丑
。

闘
性
桂
、
六

・
八

・
二

。

帥

問

、

六

・
九

・
二
十
八
。

帥

ωに
同
じ
。

側
世
祭
賞
錬
巻
七
五
、
六
年
十
一
月
庚
成
。

側
同
書
巻
五
、
由
端
正
元
年
三
月
甲
辰
に
第
一
回
の
も
の
が
見
え
、
同
書
巻
八
、

同
年
六
月
己
未
の
僚
に
は
年
度
も
金
額
も
一
示
さ
な
い
菟
除
の
記
事
が
あ
る
。

し
か
し
薙
正
曾
奥
巻
三
六
銭
兎
の
僚
に
は
、
泰
正
元
年
に
三
回
の
菟
除
が

行
わ
れ
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

帥
世
宗
賞
品
岬
舎
三

O
、
三
年
三
月
丁
巳
。

帥
張
構
、

三

・
九

・
五
。

同
開
張
畑
一麟
、
六

・
八

・
十
五
。

帥
鈴
木
、
前
掲
論
文
二
一
七
頁
。

第

二

節

ω張
機
、
四
・
一

-
一

ω郵
貯
維
新
、
落
正
九
年
と
恩
わ
れ
る
奏
摺
。

ωた
と
え
ば
一砺
建
に
つ
い
て
は
沈
廷
正
、
五

-
七
・

三
、
常
費
、
六

・
二
・

十
、
淑
江
に
つ
い
て
は
王
園
棟
の
五
、
六
年
頃
と
恩
わ
れ
る
奏
摺
、
李
街
、

九
・
三
・
七
、
江
西
に
つ
い
て
は
越
弘
思
、
十
二
・
六
・
二
十
五
な
ど
。

川
開
張
機
、
三

・
九
・

五
、
薙
正
曾
曲
開
巻
三
三
、
賦
役
三
、
考
成
上
、
完
欠
動

徴
の
係
。

同
康
郎
山
品
問
奥
巻
二
五
、
賦
役
二
、
考
成
お
よ
び
濯
正
曾
典
巻
三
三
、
賦
役
三
、

考
成
上
の
い
ず
れ
も
完
欠
働
懲
の
係
。

川
刷
費
金
吾
、
六

・
八

・
二
十
七
。

的
世
宗
貫
録
巻
六
六
、
六
年
二
月
丙
申
。
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ωω
に
同
じ
。

ωω
に

同

じ

。

帥

王

湖

維

、

九

・

三

・

十

八

。

帥
山
東
に
つ
い
て
費
金
吾
、
六
・
十
・
十
八
、
七
・
一
・
十
四
、
一
隅
建
に
つ

い
て
常
賓
、
六
二
了
十
、
湖
南
に
つ
い
て
越
弘
思
、
七
・
十
二
・
九
の

つ
ぎ
の
日
附
な
し
の
奏
摺
な
ど
。

同
制
彰
維
新
、
九
・
六
・
二
十
六
。

a

M
岬
張
坦
麟
、
六
・
七
・
=
一
。

制
里
長
排
年
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
匪
茸
聞
は
明
代
の
糧
長
設
置
車
位

と
し
て
の
医
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
掴
害
の
聞
は
星
と
同
じ
意

味
で
あ
ろ
う
と
恕
わ
れ
る
(
曾
我
部
静
雄
「
中
園
の
行
政
直
劃
と
し
て
の

聞
の
起
源
」
東
洋
史
研
究
一
七

l
一)。

帥
伊
技
費
、
‘
七
・
九
・
十
五
。

M
W
高
斌
、
七
・
九
・
十
一
。

伺
拙
稿
「
薙
正
時
代
の
公
費
に
つ
い
て
L

東
洋
史
研
究
一
五
|
四
。

側
鈴
木
、
前
節

ωの
論
文
。

州
問
康
黙
曾
典
晶
官
こ
四
、
古
畑
正
曾
曲
《
品
位
三
一
の
賦
役
徴
収
の
係
。

例
制
じ
同
じ
。

帥
世
宗
貧
録
品
位
五
一
、
四
年
十
二
月
丁
丑
。

鈎
張
坦
麟
、
五
・
十
一
・
十
。

楠
開
港
時
緯
、
七
・
二
・
十
七
の
前
に
収
め
ら
れ
た
某
人
の
奏
。

M
判
官
僚
に
謝
す
る
丁
糧
の
優
兎
は
、
別
に
現
職
官
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
な
い

か
ら
、
紳
士
は
す
べ
て
そ
の
特
権
を
享
受
す
る
し
、
衿
す
な
わ
ち
生
員
監

生
に
つ
い
て
も
思
典
が
及
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
関
す
る
規
定
は
康
黙
舎
血
ハ

二
四
、
晴
世
主
曾
典
三

一
の
賦
役
、
徴
収
の
優
完
了
糧
の
僚
に
見
え
る
。

同
阿
世
宗
賞
品
開
巻
七
八
、
七
年
九
月
発
未
の
内
閣
に
謝
す
る
議
旨
。

M
W
陳
時
夏
、
五
・
六
・
四
。

刷
費
金
吾
、
六
・
十
・
十
八
。
抽
開
主
図
棟
、
五
年
二
月
頃
の
奏
摺
。

伺
越
弘
恩
、
七

・
十
二
・

九
の
次
の
日
附
な
き
奏
摺
。

側
楊
永
斌
、
八
・
二
・
二
十
四
。

帥

許

容

、

八

・

四

・

入

。

側

劉

廷

深

、

二

・

四

・

二

十

八。

倒
品
開
典
に
は
抗
糧
庭
分
の
僚
が
あ
っ
て
、
特
に
紳
払
刊
の
抗
糧
は
強
く
戒
め
ら

れ
て
い
る
。
な
お
禽
典
で
は
州
豚
の
績
加
は
宮
戸
、
儒
戸
、
民
戸
と
分
つ

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
社
合
的
に
は
前
二
者
は
一
一
般
と
み
な
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
(
康
照
曾
典
二
四
‘
楽
正
舎
典
三
一
の
賦
役
、
徴
収
、

抗
糧
慮
分
の
傑
)
。

帥
制
に
同
じ
。

ω一
角
斌
、
七
・
十

一
・
四
。

M

剛
安
修
徳
、
七

・
十
一
・

二
十
四
。

刷
徐
本
、
十
年
頃
と
思
わ
れ
る
奏
摺
。

刷
脚
張
坦
麟
、
七
・
一
・
二
十
九
。

酬
明
許
容
、
八

・
四
・

八

。

側

鹿

洲

公

案

下

、

山

門

城

。

帥
陳
時
夏
、
五
・
十
二
・
二
十
四
。

帥

問、

六
・

一
・
二
十
九
。

帥
李
街
、
四

・
三
・
一

。

帥
蒋
洞
、
五
年
末
頃
と
思
わ
れ
る
奏
摺
。

制
査
郎
阿
、
八
・
四
・
二
十
八
。
な
お
横
山
英
氏
は
「
中
園
に
お
け
る
農
民

運
動
の
一
形
態
」
(
庚
島
大
'摩
文
挙
部
紀
要
七
)
に
お
い
て
、
杭
輔
舶
を
農
民

運
動
の
一
形
態
と
い
う
娘
恥
か
ら
と
り
上
げ
て
論
じ
、
権
正
期
の
そ
れ
に

つ
い
て
も
珠
批
議
旨
を
利
用
し
て
述
べ
ら
れ
た
。
同
氏
は
言
及
し
て
お
ら

れ
な
い
が
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
紳
伶
も
杭
糧
の
問
題
を
考
え
る
際

の
一
要
素
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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帥
倒
に
同
じ
。

第

節

ω確
正
曾
胤
ハ
巻
三
二
賦
役
二
、
起
運
、
確
正
二
年
直
省
地
丁
銭
糧
起
運
存
留

敏
。

ω世
宗
賞
銀
各
七
五
、

六
年
十
一
月
丙
子。

同
張
坦
酬
明
、

六

・
七
・

三。

ω問、
六

・
八

・
十
五。

同
世
宗
岬
皿
銀
巻
七
六
、
六
年
十
二
月
庚
子。

ω同
書
巻
七
七
、
七
年
正
月
辛
未
。

開
問
書
巻
七
八
、
七
年
二
月
美
未
。

ω同
書
巻
八

O
、
七
年
四
月
辛
卯
。

刷
彰
維
新
、
八
-
十

二

・
四
に
よ
れ
ば
、
仕
事
は
七
年
三
月
か
ら
始
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
王
磯
(
日
附
な
し
、
彰
維
新
と
連
名
)
に
よ
れ
ば
、
野
維

新
の
蘇
州
に
到
着
し
た
の
は
七
年
三
月
十
六
日
の
こ
と
で
、
王
竣
は
そ
れ

以
前
に
到
着
し
て
い
た
ら
し
い
。

州
制
世
宗
貫
録
巻
八
七
、
七
年
十
月
甲
子
。

ω主
磯
は
七
年
七
月
に
江
蘇
布
政
使
越
向
査
と
と
も
に
臓
を
苑
ぜ
ら
れ
、
そ

の
代
り
に
工
部
煩
外
侍
郎
馬
爾
泰
と
御
史
安
修
徳
が
涯
遺
せ
ら
れ
た
戸
世

宗
寅
録
巻
八

二
一
、
七
年
七
月
丙
午
お
よ
び
郵
貯
維
新
、
七
・
閏
七
・
十
六
)
。

な
お
首
初
は
壬
磯
が
、
そ
の
苑
職
後
は
都
世
維
新
が
首
席
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る。

同
朱
鴻
緒
に
つ
い
て
は
そ
の
行
動
や
ミ
常
軌
を
失
す
る
貼
が
あ
る
こ
と
を
、

彰
維
新
(
七
・
八
・

二
十
九
)
と
高
斌
(
七
・
九
・
十
一
)
が
具
般
的
に

報
告
し
て
い
る
。

M
W
伊
位
賞
、
七
・
九
・
十
五。

ω向
、
七
・
閏
七
・
四

帥
彰
維
新
、
七
・
十
二

・
四
o

m王
湖
維
、
九
-
三

・
十
八。

同
世
宗
府
民
銀
巻

一
O
六
、
九
年
五
月
発
酉
。

帥
彰
維
新
、
九
・
六
・

二
十
六
。

附
予
総
善
、
九
・
六
・

六。

帥
世
宗
質
録
巻

一一

五
、
十
年
二
月
庚
寅
。

凶
薙
正

二
年
の
地
丁
銭
糧
額

に
つ
い
て

い
え
ば
、

江
蘇
の

四
百
一

高
除
雨
を

第
一
と
し
て
、
以
下
山
東

・
河
南

・
山
西

・
漸
江
・

直
隷
と
つ

x
い
て
い

る
。
つ

ぎ
に
江
西
が
は
い
っ
て
そ
の
衣
に
安
徽

・
侠
西

・
福
建
と
つ

x
い

て
い
る
が
、

直
隷
が
二
百
五
十
六
前
向
除
雨
で
あ
る
に
封
し
、
安
徽
は
百
六

十
二
高
、
侠
西
は
百
六
十
一
薦
、

一昭
建
は
百
二
十
五
蔦
と
、
あ
と
の
三
省

は
額
が
格
段
に
少
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
う
ち
安
徽
は
江
南
と
し

て
江
蘇
と
一
括
菟
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
険
西
と
一雨
建
の
二
省
だ

け
が
や
ミ
例
外
と
な
る

(ω参
照
)
。

同
世
宗
賞
録
巻
八

五
、
七
年
八
月
発
丑
に
よ
れ
ば
、
各
省
と
も
八
年
度
の
地

丁
銭
栂
各
四
十
寓
爾
が
兎
ぜ
ら
れ
、
侠
西
だ
け
は
七
年
度
分
も
四
十
蔦
雨

を
完
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

帥
同
書
巻
七
八
、
七
年
二
月
辛
丑
。

ω問
、
八

・
十

二

・
四
。
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The Yung-cheng Ernperor's View of Confucianisrn， Buddhisrn 

and Taoisrn as a Single Unity 

$hunko Tsu，kamoto 

It is said that the emperor was versed in all Chinese learning， especially 

in the study of the len (Ch'an調)sect. The emperor， who called himself. 

Yuanming chu-shih 園明居士， stated that Confucianism， Buddhism and 

Taoism are single unity and that the essence of these， Hsing性、Hsin心，

Chung中 and1ー， were the same thnough the meditation of the Zen sect. 
The author thinks that such religious awakening of the emperor was the 

back-ground for his political ideology. 

On the Policies to Clean up the Tax-arrears (Min-chien民欠)‘

for the Yung・chengPeriod 

Hiroshi lwami， 

The amount of tax-arrears which had been rising .since the K'ang~hsi 

康照 periodhad come to be incalculable by the..tegining oI. the Yung~chê~~ 

period. They were divided into two categories: on the one handふtha，t
money which was falsely alledged to be unpaid by the戸ullectors，and..on 
the other， the debts which were truly unpaid. The Yung-cheng emperor tried 

to exempt people fron'l such debts first， then to have. them pay it on the 

installment plan. And when the arrears were compeletely paid by the 

fixed term， the emperor exenipted those who .paid' from the same amount 

of tax in the next term. This . policy of his served two ends， the one to 

make up the loss， and the other to show his. generOsity. 

On the Suppress of Ch'ing.・chia-rniao仲家苗

Naosada Kano 

The di伍cultiesof controIling the Mi.ao area inhabited by the Miao tribe 

(Miao-ch'iang苗彊)was a traditional. an:xiety of the chinese government. 

First， the Ch'ing dynasty had allowed them to govern themselves by appoint-
ing the .chieves Tu-kuan土官，following the 附田edentof、theMing dynasty. 

Then it changed its policy and adopted the Kai-tu・kuei-liu改土蹄流 policy

of ruling .by Chou-hsien州豚 'sysセem.This policy was pushed forward 

actively during the Yung-cheng period especiUy by E-erh・t'ai郭爾泰.The 

author tri白 todescribe this policy by analysing the most violent Miao tribe， 
Ch'ing・chia-miao'srebellion suppressed by E-erhーピai.
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