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口
の
激
増
は
乾
隆
末
に
は
三
億
に
迫
っ
た
が
、
一
方
耕
地
の
鎖
張
は
限
界
に
達

し
、
更
に
圏
外
移
住
の
禁
止
や
、
官
僚
・
地
主

・
商
業
資
本
の
土
地
集
中
、
貨

幣
経
済
の
浸
透
等
に
よ
る
内
的
諸
矛
盾
は
、
満
洲
・

蒙
古
と
強
ん
で
登
湾
へ
も

多
激
の
人
口
移
動
を
も
た
ら
し
、
「
新
開
地
」
の
形
成
を
促
し
た
。

肇
海
開
設
の
設
展
は
、
清
朝
の
移
民
・
開
拓
政
策
に
よ
っ
て
規
定
を
受
げ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
抑
制
的
消
極
的
な
康
照
・
薙
正
期

に
お
い
て
、
未
開
拓
の
中
・
北
部
へ
と
全
島
的
な
開
設
の
援
貼
と
端
緒
が
す
で

に
開
か
れ
て
い
る
。
開
後
過
程
は
先
ず
土
地
開
郷
主で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
力
化

に
は
水
利
開
設
(
坪
・
洲
の
設
定
)
が
不
可
紋
で
あ
り
、
爾
者
は
相
互
規
定
的

に
進
め
ら
れ
た
。

骨
回
初
の
土
地
所
有
に
お
け
る
墾
戸

・
佃
戸
開
係
と
並
ん
で
、
水
利
開
設
に
お

い
て
は
開
設
者
た
る
坪
・
別
主
と
引
水
者
と
の
閑
に
、
水
租
納
入
を
前
提
と
す

る
用
水
保
障
の
契
約
閥
係
が
成
立
し
て
い
た
。
坪

・
別
主
の
水
利
楢
は
、
土
地

業
主
権
と
は
別
個
の
濁
立
し
た
私
的
・
物
地
的
楢
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か

か
る
嘗
初
の
水
利
関
係
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
諮
係
件
に
と
も
な
う
土
地
所
有

関
係
の
鑓
化
ハ
一
回
雨
主
制
の
成
立
〉
と
共
に
、
著
し
い
嬰
化
を
見
る
に
至
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
水
利
組
織
の
形
態
的
捜
化
を
、
そ
の
管
理
者
た
る
坪

・
洲

長
の
性
格
を
通
じ
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
他
の
「
新
開
地
」
に
も
見
ら
れ
る
若
干
の
共
通
し
た

特
殊
性
の
反
面
、
中
国
に
お
け
る
枇
合
同
集
圏
と
そ
の
近
代
化
過
程
の
解
明
に
、

試
験
管
的
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
に
叉
、
清
代

蜜
輔
刊
の
枇
曾
経
滅
的
把
握
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
日
本
の
蔓
濁
植
民
地
支
配
政
策
の
志
向
と
特
徴
を
も
明
ら
か
に
す
る
一
素

材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

金
の
景
組
に
つ
い
て
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金
の
景
租
は
金
朝
六
代
目
の
君
主
と
さ
れ
、
そ
の
事
跡
は
金
史
世
紀
に
み
え

る
。
い
ま
池
内
宏
博
士
の
金
史
世
紀
の
研
究
に
よ
る
と
、
景
組
に
闘
す
る
世
紀

の
記
述
は
す
べ
て
史
資
と
は
み
な
し
難
く
、
た
だ
景
組
そ
の
人
の
み
は
賓
在
し

た
と
断
じ
て
い
る
。

し
か
し
博
士
の
景
租
紀
に
つ
い
て
の
史
料
批
剣
に
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば

景
租
が
卒
定
し
た
世
紀
所
載
の
五
園
清
務
部
に
つ
い
て
、
遼
史
の
該
嘗
記
事
に

蒲
奴
里
部
と
る
る
こ
と
か
ら
、
五
園
部
に
蒲
琵
部
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
と

く
。
だ
が
蒲
奴
里
部
は
ま
た
噴
説

・
盆
奴
塁
と
も
寓
さ
れ
、
問
題
の
蒲
琵
も
同

音
具
謬
と
み
な
し
、て
よ
く
、
こ
の
理
由
の
み
か
ら
こ
の
記
事
を
否
認
し
え
な
い

と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
内
容
か
ら
は
、
景
租
と
五
園
部
と
の
関
係
を
し
り
う
る

の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
世
紀
は
景
組
の
支
配
下
に
あ
る
部
衆
名
に
、
白
山
・
耶

悔
・
統
門

・
耶
楓
・
土
骨
論
お
よ
び
五
園
部
長
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
射

し
、
博
士
は
そ
の
事
賞
な
し
と
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
蛍
時
阿
勅
楚
唱
に
い
た
金

{
墨
苅
顔
氏
、
が
、
こ
の
よ
う
な
東
南
遠
隔
の
地
域
を
支
配
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
金
室
の
阿
城
移
住
の
時
期
に
定
説
が
な
ノ
ヘ
、
‘
且
用

組
の
と
き
は
、
金
室
は
な
お
阿
城
に
移
ら
ず
、
そ
の
東
方
に
い
た
と
解
す
れ

ば
、
世
紀
の
上
述
の
記
事
は
強
ち
否
定
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
景
租
の
と
き
、
金
室
は
ど
こ
に
居
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
解
明
は

景
組
の
も
つ
官
職
名
か
ら
推
定
さ
れ
よ
う
。
景
租
の
名
は
世
紀
に
烏
古
遁
と
あ
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り
、
別
に
慈
烏
を
意
味
す
る
女
英
語
の
活
羅
が
あ
る
。
な
お
松
漠
紀
聞
に
胡

来
、
高
回
路
史
に
活
羅
太
師
と
み
え
る
。
思
う
に
高
麗
史
の
そ
れ
は
官
職
名
と
み

る
べ
く
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
飽
飛
御
天
歌
所
載
の
火
見
阿

豆
漫
の
語
を
あ
げ
う
る
。
火
見
向
は
地
名
で
、
現
在
の
三
姓
に
嘗
り
、
豆
漫
は
。

元
制
高
戸
の
音
寓
で
あ
る
。
白一
見
し
て
火
児
阿
は
活
羅
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
地
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は
金
代
の
五
回
頭
減
で
あ
っ
た
。
ま
た
太
師
は
遼
制
を
う
け
た
も
の
だ
が
ブ
そ

れ
に
嘗
る
金
の
官
名
は
池
内
博
士
の
推
定
す
る
忽
魯
勃
極
烈
と
な
し
て
よ
い
。

忽
魯
の
語
は
高
句
麗
の
溝
浪
、
溺
海
の
忽
に
由
来
す
る
城
の
義
で
る
ろ
う
。
結

局
景
租
は
五
園
頭
城
に
お
い
て
、
勢
威
を
は
っ
た
と
思
う
。
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