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洋
闘
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

岡

本

隆

司

は

じ

め

に

一
南
京
篠
約
以
後
の
夷
税
の
設
定

二
上
海
夷
税
徴
収
機
構
の
形
成

三
江
海
新
開
徴
税
機
構
と
外
図
人
税
務
司
制
度

四
外
図
人
税
務
司
制
度
を
め
ぐ
る
論
議

お

わ

り

に

- 58ー

』主

じ

め

〈

1
)

清
末
の
洋
闘

(g百
四
回
冊
目
ヨ
恒
常
正
呂
田
ユ
z
g刊
の
E
o
g
C
に
闘
す
る
研
究
は
近
年
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

(
2
)
 

は
政
治
・
外
交
・
経
済
に
跨
が
っ
て
い
る
た
め
、
研
究
者
の
闘
心
も
多
く
の
時
期
・
領
域
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

六

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
洋
闘
の
成
立
と
い
う
問
題
を
扱

っ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
蓄
積
が
比
較
的
豊
富
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
具
躍
的
な
過

洋
闘
が
果
た
し
た
役
割

一
八
四

0
年
代
か
ら

程
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
八
五
四
年
の
上
海
に
お
け
る
外
国
人
税
務
司
制
度

(
H
z
r
E雪
山
口
問
宮

ng丘
町
広

2
5ヨ
る
の
創
設
を
重
視
し
て
お

り
、
中
園
と
西
洋
と
の
嘗
時
の
傑
約
関
係
、
外
交
交
渉
の
検
討
を
通
じ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
清
朝
の
海
開
行
政
に
外
園
人
が
介
入
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
一
つ
の
ケ

l
ス
・ス

タ
デ
ィ

ー
と
し
て
、
中
園
近
代
に
お
け
る
洋

こ
れ
ら
の
研
究
は
、



(
3〉

闘
の
評
債
な
ら
び
に
封
外
関
係
の
特
質
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
創
設
が
と
り
も
な
お

さ
ず
洋
闘
の
起
源
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
外
園
人
に
よ
る
行
政
が
洋
闘
の
最
も
重
要
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
か
ら

五
港
開
港
時
の
海
聞
か
ら
洋
闘
の
成
立
と
い
う
展
開
を
考
え
る
と
き
、
外
園
人
の
海
開
へ
の
介
入
を
外
交
交
渉
か
ら
検
討

し
た
こ
う
し
た
捉
え
方
だ
け
で
果
た
し
て
十
分
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

で
あ
る
。

し
か
し
、

ま
ず
、
創
設
嘗
時
に
お
け
る
外
園
人
税
務
司
制
度
の
位
置
づ
け
、
と
い
う
課
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
清
朝

の
海
閥
と
外
園
人
税
務
司
制
度
と
の
異
質
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
制
度
の
創
設
を
中
園
の
海
闘
行
政
擢
の
侵

つ
ま
り
「
宇
植
民
地
化
」
と
評
慣
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
篠
約
関
税
の
合
法
的
な
賦
課
・
徴
牧
と
い
う
こ
の
制
度
の
役
割
を
「
近
代
化
」

奪と
み
な
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
外
園
人
税
務
司
制
度
お
よ
び
そ
の
役
割
に
つ
い
て
、
既
存
の
海
闘
の
徴
税
機
構
と
い
か
な
る
閥
わ

り
を
有
し
て
レ
た
か
と
い
う
貌
貼
か
ら
、
嘗
時
の
質
情
に
卸
し
た
検
討
は
必
ず
し
も
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
制
度
の
創
設
以
前
に
お
け
る
、
一
般
的
に
は
腐
敗
、
無
力
と
し
か
評
債
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
上
海
海
闘
の
徴
税
機
構
を
具
瞳
的
に
明
ら
か
に

し
、
そ
の
う
え
で
改
め
て
外
園
人
税
務
司
制
度
の
位
置
づ
け
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

A
3
 

E
U
 

第
二
に
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
設
立
後
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。
外
圏
人
税
務
司
制
度
が
い
か
な
る
役
割
を
付
輿
さ
れ
て
洋
閲

に
設
展
し
て
い
く
の
か
、

な
い
し
は
、

い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
組
税
務
司

Q
S宮
2
2
・0
2
2と
え
の

g
g
s
C
が
選
任
さ
れ
て
、
全
保
約
港
で
洋
闘
が
設
立
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
契
機

(
4〉

一
八
五
八
年
に
締
結
さ
れ
た
逼
一
商
章
程
善
後
篠
約
第
一

O
僚
の
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
規
定
に
閲
し
て
検
討
さ
れ
る
際
に

tまは
、
税
務
司
の
法
的
地
位
と
外
園
人
税
務
司
制
度
の
全
傑
約
港
へ
の
抜
大
と
い
う
こ
つ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

前
者
は
、
総
税
務
司
成
立
の
要
因
と
も
な
っ
た
重
要
な
人
事
的
問
題
で
あ
っ
て
、
外
園
人
の
海
開
行
政
へ
の
介
入
と
い
う
覗
軸
'
か
ら
比
較
的
詳

(

5

)

 

細
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
こ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
れ
を
め
ぐ
る
嘗
時
の
議
論
が
提
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一
ホ
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
背
景
や
動
因
に
ま
で
論
及
さ
れ
て
い
な
い
貼
で
再
検
討
の
徐
地
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、
第
二

の
課
題
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
内
地
関
税
の
問
題
が
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
津
傑
約
に
お
い
て
規

定
さ
れ
た
子
口
牢
税
の
質
施
が
洋
闘
の
役
割
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
を
侯
た
な
い
。
加
え
て
、
そ
の
後
の
制
度
史
的
な
展
開
で
は
、
洋

い
わ
ゆ
る
裁
鐙
加
税
に
蹄
結
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
れ
ば
、
洋
開
と
内
地
開
税
と

閥
に
よ

っ
て
常
聞
や
賛
金
局
が
包
括
さ
れ
、

の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
洋
闘
が
成
立
す
る
ま
で
の
具
種
的
な
過
程
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
不
要

(
6
)
 

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
五
港
開
港
以
来
、
江
海
闘
の
徴
税
機
構
は
ど
の
よ
う
に
愛
濯
し
た
の
か
、
清

朝
蛍
局
と
イ
ギ
リ
ス
側
と
は
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
動
向
を
示
し
た
の
か
、
そ
の
結
果
、
洋
開
成
立
の
契
機
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
過
程
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
に
掲
げ
た
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

江
海
闘
の
徴
税
機
構
を
具
盟
的
に
論
ず
る
に
先
立
っ
て

一
八
四
二
年
の
南
京
篠
約
締
結
直
後
、

西
洋
貿
易
に
劃
す
る
清
朝
の
海
開
行
政
全

- 60-

南
京
篠
約
後
の
夷
税
の
設
定

般
の
妥
化
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
傑
約
を
強
要
し
た
イ
ギ
リ
ス
側
が
通
商
上
の
障
碍
の
一
つ
と
み
な
し
て
き
た
の
は
、

L 

う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
ま
で
の
康
東
一
港
の
貿
易
睦
制
下
で
の
関
税
徴
牧
方
式
で
あ
っ
た
。

保
約
以
前
の
鼠
つ
海
闘
に
お
い
て
、
外
圏
一
商
船
に
課
せ
ら
れ
る
閥
税
・
船
紗
な
ど
を
質
際
に
徴
牧
し
、
海
闘
に
納
め
て
い
た
の
は
公
行
一
商
人
で

あ
る
。
彼
ら
は
外
圏
一商
人
と
の
商
取
引
に
際
し
て
、
験
出
で
は
商
品
の
債
格
に
諸
税
を
お
り
こ
ん
で
販
賓
し
、
稔
入
で
は
税
金
を
含
ま
な
い
値

段
で
買
い
上
げ
た
。
外
国
首
人
か
ら
み
れ
ば
、
扱
う
一
商
品
に
封
し
、
自
身
が
ど
れ
だ
け
税
を
支
掛
っ
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
課
税
さ
れ
た
の
か
、

結
局
は
わ
か
ら
な
い
し
く
み
と
な

っ
て
い
た
。
公
行
は
西
洋
貿
易
を
濁
占
し
て
商
品
の
債
格
を
任
意
に
上
下
し
た
が
、

こ
の
し
く
み
も
そ
れ
に

大
い
に
興
っ
て
力
が
あ
っ
た
。

ま
た

公
行
商
一
人
の
中
か
ら
外
園
一
商
船
ご
と
に
立
て
ら
れ
た
保
一
商
公
2
5
q
g
a
n
r
g
HC
は
、
諸
税
納
入
で

し
ば
し
ば
清
朝
官
吏
の
諒
求
の
口
賓
と
な
っ
た
り
、
取
引
の
園
滑
化
が

卑
海
闘
に
金
銭
的
な
保
護
責
任
を
負
う
役
割
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、



の
意
園
を
最
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
、

〈

7
〉

い
ず
れ
も
外
国
一
商
人
に
と
っ
て
大
き
な
不
満
の
的
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
徴
税
方
式
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
側

南
京
傑
約
の
う
ち
第
二
僚
の
五
港
の
開
港
お
よ
び
領
事
の
駐
在
、
第
五
僚
の
公
行
商
人
の
鹿

妨
げ
ら
れ
た
。

止
、
と
い
う
規
定
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
二
僚
に
お
い
て
、
関
税
な
ど
賦
課
金
を
イ
ギ
リ
ス
商
人
が
規
定
ど
お
り
納
入
す
べ
く
、
燦
約
港
駐
在
の
領
事
が
監
督
す
る
旨
定
め
ら

れ
て
い
る
。
第
五
篠
で
の
公
行
商
人
慶
止
の
規
定
は
、
篠
文
か
ら
す
れ
ば
-
商
取
引
の
範
曙
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
こ
れ

ま
で
の
諸
税
納
入
者
の
存
在
の
否
定
を
も
意
味
し
て
い
る
。
南
者
併
せ
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
諸
税
は
イ
ギ
リ
ス
一
商
人
が
支
梯
う
べ
き
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
港
通
商
章
一
程
第
一
五
僚
に
は
、
公
行
商
人
の
任
ず
る
保
一
商
は
こ
れ
を
鹿
止
し
、
領
事
が
イ
ギ
リ
ス
一
商

船
に
闘
す
る
措
保
責
任
を
負
う
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
関
税
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
第
二
僚
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
指
し
て
い
る
。
す
な

ま
た
、
こ
の
第
五
僚
と
関
連
し
て
、

わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
諸
税
納
入
に
金
銭
的
な
責
任
を
負
っ
た
保
一
商
の
役
割
を
全
く
縫
承
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
圏
一
商
人
に
よ
る
納
税

の
監
督
責
任
と
い
う
形
で
代
替
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、
虎
門
案
追
加
篠
約
第
二
一
篠
に
、

は
自
圏
一
商
一
人
に
劃
し
て
相
底
の
慮
置
を
取
る
べ
き
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
規
定
は
、

不
正
行
震
の
護
費
し
た
場
合
に

「
密
稔
防
止
の
た
め
の
領
事
の
干
渉
権

(

8

)

 

「
干
渉
権
」
と
略
す
)
と
通
帯
さ
れ
た
。
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(
ロ
O
ロ
凹

E
-
R
Z
Z止
め
円
。
ロ
ロ
開
問
。
同
任
命
旬
円
。
〈

g
z
oロ
。
片
的
同

HHEmmEロ
間
)
」

(
以
下
、

イ
ギ
リ
ス
側
に
よ
っ
て
手
を
加
え
ら
れ
た
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
。
直
接
の
課
税
・
徴
税
に
任
じ
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

な
お
清
朝
海
闘
賞
局
の
側
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
五
港
逼
一
商
章
程
第
二
僚
に
、
海
開
監
督
は
関
税
確
保
に
最
も
適
嘗
と
認
め
る

方
法
を
採
用
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
僚
約
の
規
定
を
奉
ず
る
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

篠
約
港
の
海
闘
で
西
洋
貿
易
に
針
し
賓
施
さ
れ
る
徴
税
方
法
に
利
害
関
心
を
抱
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

"
で
よ
-

J

、

ふ
/
ナ
，
、

L

の
は
、

61 

そ
れ
で
は
、
篠
約
締
結
の
も
う
一
方
の
嘗
事
者
で
あ
っ
た
清
朝
側
の
態
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
受
諾
を
強
い
ら
れ
た
篠
約
規
定

(

9

)

 

は
可
能
な
か
ぎ
り
従
前
の
瞳
制
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
解
穫
す
る
と
い
う
の
が
、
嘗
時
の
清
朝
の
劃
外
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
朝
か
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ら
み
れ
ば
、
税
牧
源
の
西
洋
貿
易
は
庚
州
一
港
が
統
轄
し
て
き
た
こ
と
が
あ
く
ま
で
前
提
で
あ
っ
た
が
、
上
の
諸
規
定
の
う
ち
五
港
の
開
港

は
、
西
洋
貿
易
に
劃
す
る
徴
税
が
庚
州
以
外
の
四
港
に
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
-意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
四
港
に
お
け
る
西
洋
貿
易
の
関
税

を
、
毎
海
開
と
の
闘
連
に
お
い
て
と
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
五
港
通
商
一章
程

・
税
則
の
議
定
後
、
欽
差
大
臣
番
英
ら

の
奏
文
の
一
節
に
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
一幅
建

・
新
江

・
江
蘇
で
徴
牧
す
る
イ
ギ
リ
ス
等
西
洋
各
園
の
関
税
は
、
皆
贋
東
省
よ
り
分
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
毎
海

一
闘
に
つ

い
て
論
ず
れ
ば
、
牧
税
額
は
や
や
減
少
す
る
の
を
克
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
五
闘
を
合
計
す
れ
ば
、
彼
此
亙
い
に
把
み
注
い
で
、

必
ず
往

年
に
較
べ
て
増
え
て
も
減
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
:
・:
も
し
、
直
つ
海
闘
で
徴
牧
し
て
定
額
に
満
た
な
レ
場
合
は
、
暫
ら
く
一
帽
州

・
震
門
・

寧
波

・
上
海
四
闘
が
徴
牧
し
た
西
洋
各
園
の
関
税
よ
り
一
部
を
割
い
て
補
填
し
、

(
叩
)

軍
幹
聞
は
各
闘
に
掃
し
、
撞
く
牧
め
偉
く
解
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。

そ
の
定
額
を
満
た
す
こ
と
に
す
る
。
・:
:
そ
の
額
外
の

べ
き
も
の
、

ま
た
、

四
港
の
西
洋
貿
易
の
関
税
は
、
贋
東
か
ら

「
分
出
」
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
後
不
足
す
る
で
あ
ろ
う
得
海
闘
の
税
牧
を
補
う

(
日
〉

「
時
海
闘
の
嚢
該
」
に
闘
す
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
四
港
の
税

「
碍
海
開
と
一
睡
に
蹄
理
さ
れ
」
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す
な
わ
ち
、

牧
は
夷
税
と
稀
さ
れ
た
が
、

そ
の
制
度
的
な
出
瑳
黙
と
し
て
は
、
従
来
の
卑
海
開
統
轄
瞳
制
の
枠
内
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

下
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
、

し
か
し
な
が
ら
、
第
1
表
の
ご
と
く
、
鼠{

d

海
闘
の
税
牧
報
告
額
は
一
八
四
四

1
四
五
年
を
ピ

ー
ク
に
漸
減
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
が
、
定
額
を

四
港
の
夷
税
は

「額
外
の
覇
徐
」
と
な
り
、
原
則
と
し
て
「
偉
く
牧
め
偉
く
解
」
ら
れ
る
慣
例
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
以
後
の
展
開
に
お
い

て
、
夷
税
に
そ
も
そ
も
付
興
さ
れ
て
レ
た
毎
海
闘
と
の
関
係
は
あ
ま
り
重
視
す
る
に

は
及
ば
な

ぃ
。
そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
夷
税
が
、
保
約
以
前
か
ら
存
在
し
た
海
聞
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
が
ら
も
、
奮
来
の
海
関
税
と
は
報
解
の

手
績
が
異
な
る
た
め
に
、

そ
の
決
算
期
日
や
牧
入
倉
計
が
峻
別
さ
れ
る
、
い
わ
ば
別
枠
の
新
た
な
関
税
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

後
の

洋
関
税
と
常
闘
税
と
の
匝
別
が
こ

の
時
に
初
め
て
明
確
に
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る。

こ
う
し
て
設
定
さ
れ
た
夷
税
を
清
朝
側
は
ど
の
よ
う
に
徴
牧
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
僚
約
締
結
に
参
輿
し
、
そ
の
後
の
渉
外
に
も
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(単位:銀雨〉

与よ三目慶州 慶門福州 寧波 上 海

899，064 

1844 (3/14) --45 (3/3) 2，360，832 48，132 143 24，735 169，464 

1845--46 (2/20) 2，186，530 31，734 4，045 7，086 470，634 

1846--47 (2/10) 1，972，089 35，783 1，213 2， 196 649，218 

1847--48 (1/30) 1，825，223 29，132 4 1，571 615，709 

1848--49 (1/19) 1，424，045 24，586 31 530，151 

1849--50 (1/7) 29，932 723 (631，000) 

1850 (--12/28) 1，476，867 32，098 1，585 117 690，520 I 

1850--51 (12/27) 1，636，574 31，203 3，415 1，179，327 

1851ー52(12/6) 1，666，811 31，170 11 1，218，302 

1852--53 (11/25) 1，274，129 8，174 41，416 (695，000) 

1853--54 (11/15) 1，166，492 591，941 

1854ー55(11/4) 342，043 45，370 220，106 1，823，705 

1855--56 (10/23) 1，080，240 52，392 335，271 3，447 1，786，336 

1856--57 (10/12) 70，394 436，777 2，030，150 

1857ー58(10/1) 337，574 75，939 450，183 1，801，664 

1858--59 (9/21) 815，736 

号海関税収と四港海閥の夷税収入報告額第 1表

資料:中央研究院近代史研究所編 『道光成堕雨朝餐緋夷務始末補遺.!I，蔓北.1966年，に

より作製。ただし. 1844~55年については. Fairbank， Trade and Di戸omacy..

p.262. をも参照。また，上海は. r江海開征枚各園税銀数日JJJ"呉~稽案選編J.
第 7 輯，頁81~82. にも援って. r傾銘折耗銀J2%を控除して算出， ( )内

は概数。

認摘
しわ
てっ
し、 Tこ
た(番
が12英
、)は

各
港
で
の
徴
税
の
方
法

ま
で

「
干
渉
擢
」
を
原
則
的
に
容

目
を
配
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。

つ
ま

り
、
ど
の
よ
う
に
夷
税
を
徴
牧
す
る
の
か
は
各
港

の
海
闘
賞
局
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
次
節
以
下
に
譲
る
が
、
線

じ
て
い
え
ば
、
夷
税
の
設
定
は
税
牧
の
報
解
と
い

う
翻
貼
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
、
各
海
闘
も
牧
入

を
あ
げ
る
こ
と
で
問
題
の
生
じ
な
い
か
ぎ
り
、
そ

--63ー

の
徴
税
に
あ
た

っ
て
イ
ギ
リ
ス
側
の
意
向
を
考
慮

す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
五

港
を
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
意
味
で
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
夷
税
の
徴

牧
方
式
を
め
ぐ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
側
と
海
開
と
が
封

立
す
る
の
は
、
首
初
よ
り
避
け
が
た
い
こ
と
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

上
海
夷
税
徴
牧
機
構
の
形
成

こ
う
し
て
夷
税
徴
政
の
任
に
嘗
た
る
こ
と
と
な
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っ
た
上
海
の
江
海
闘
で
は
、
嘗
初
よ
り
も
う
一
つ
の
役
割
が
付
輿
さ
れ
て
い
た
。
三
関
紙
税
の
徴
牧
で
あ
る
。
総
出
向
け
の
祈
江
湖
州
産
の
生

糸
は
、
贋
東
以
外
に
新
た
な
四
つ
の
俊
約
港
が
設
置
さ
れ
た
た
め
に
販
運
ル

l
ト
が
愛
化
し
、
傑
約
以
前
に
庚
東
に
到
る
途
上
、
内
地
で
徴
牧

さ
れ
て
い
た
関
税
が
失
わ
れ
る
懸
念
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
、
贋
州
ま
で
の
奮
ル

l
ト
を
明
ら
か
に
し
て
、
一
闘
の
通
過
が
省
か
れ
れ
ば
、
そ

(日
)

こ
で
支
排
わ
れ
た
は
ず
の
税
額
を
、
-
商
品
を
卸
す
海
闘
に
お
い
て
補
納
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。
湖
州
に
近
接
す
る
上
海
の
江
海
闘
で
は
、

漸
江
の
北
新
聞

・
江
西
の
韓
関

・
震
東
省
の
太
卒
闘
の
内
地
三
閥
分
の
税
課
を
代
わ
り
に
牧
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

上
海
が
開
港
さ
れ
て
ま
も
な
く
、
こ

の
三
関
紙
税
が
江
海
開
監
督
と
駐
上
海
イ
ギ
リ
ス
領
事
と
の
聞
で
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
。
初
代
領
事
パ

三
関
紙
税
の
賦
課
に
よ
っ
て
、
生
糸
は
少
な
く
と
も
五
%
の
税
が
附
加
さ
れ
る
と
見
積
も
り
、

(
凶
)

そ
の
鹿
止
を
要
求
し
た
が
、
清
朝
側
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ル
フ
ォ
ア
(
の
包
匂

g
z
o。。『問。切丘町
O
E
H
〉
は
、

と
こ
ろ
で
、
三
聞
紙
税
の
問
題
は
別
の
方
面
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
の
徴
牧
方
式
に
闘
連
し
、
パ
ル
フ
ォ
ア
の
報
告
し
た
と
こ
ろ
に

確
か
な
生
糸
一商
人
に
特
許
を
興
え
、
他
の
一
商
人
を
管
理
さ
せ
、
ま
た
、
前
者
が
納
税
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
:
・
:
蛍
地
の
官
吏
た
ち
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
内
地
闘
税
確
保
の
計
重
は
、
中
園
一
商
人
に
特
許
を
興
え
、
彼
ら
を
し
て
上
海
港
に
お
い
て
、
内
地
か
ら
運
ば
れ
る
全
て
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よ
れ
ば
、の

生
糸

・
絹
織
物

・
茶
お
よ
び
そ
の
職
出
額
を
報
告
し
、

(

日

)

設
定
に
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

そ
の
内
地
関
税
と
轍
出
税
〔
の
支
排
〕

に
責
任
を
持
た
し
め
る
と
い
う
制
度
の

r、
" 
〕
内
引
用
者
補
足
、
以
下
問
)

と
あ
る
。
三
関
紙
税
は
、
こ
こ
で
内
地
関
税
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
園
一
商
人
が
負
携
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
課
税
封
象

は
品
輸
出
に
供
さ
れ
る
生
糸
で
あ
っ
た
。

江
海
闘
賞
局
か
ら
す
れ
ば
、
奮
来
の
江
海
閥
と
い
う
場
に
お
い
て
、
三
関
紙
税
だ
け
で
は
な
く
夷
税
に

劃
し
て
も
徴
牧
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
貼
で
、
三
関
紙
税
の
徴
牧
は
、
あ
た
か
も
生
糸
の
総
出
税
の
そ
れ
と
連
緩
的
な、

な
し、

し
は
不
可
分
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
生
糸
の
み
な
ら
ず
、
夷
税
の
う
ち
主
要
職
出
品
の
徴
税
に
つ
い
て
も
、
こ

の
三
関
紙
税
と
方
法
を
同
じ
く
し
、
包
括
し
て
慮
理
す
る
の
が
好
都
合
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



パ
ル
フ
ォ
ア
は
こ
う
し
た
措
置
に
封
し
、
特
許
を
付
輿
さ
れ
た
中
園
一
商
人
が
海
閥
と
外
園
商
人
と
の
聞
に
介
在
し
、
稔
出
税
納
入
に
責
任
を

持
つ
と
い
う
方
式
を
激
し
く
非
難
し
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
僚
約
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
関
税
は
外
園
一
商
人
が
支
排
う
べ
き
も
の
と
理
解

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
特
許
は
、
最
も
重
要
な
行
令
E
g
o凹ごヨ司
OH窓
口
同
国

g
m
C
に
輿
え
ら
れ
た
か
ら
、
贋
く
行
な
わ
れ
て
い
る
現
物
取
引
と
い
う
方
法

に
よ
り
、
そ
の
行
に
属
す
る
一
商
人
に
劃
し
て
、
賓
質
上
〔
聡
入
品
を
も
含
む
〕
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
一
商
品
の
頁
買
を
ほ
ぼ
支
配
せ
し
め
た
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
外
園
と
の
取
引
を
扱
う
「
行
」
、
つ
ま
り
仲
買
一
商
あ
る
い
は
倉
庫
業
者
が
特
許
を
興
え
ら
れ
て
、

そ
の
敷
を
限
定
さ

れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、

ひ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
取
引
の
全
面
的
な
濁
占
を
買
現
す
る
こ
と
に
ま
で
、
パ
ル
フ
ォ
ア
の
危
倶
は
及
ん
で
い
た
の

「
多
数
の
贋
東
人
が
上
海
に
到
来
し
、
贋
東
で
行
な
わ
れ
て
い
た
最
も
好
ま
し
く
な
い
慣
習
や
考
え
方
の
多
く
を
持
ち
込
ん
だ
」
と

(

日

)

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
要
す
る
に
、
上
海
の
徴
税
・
貿
易
機
構
の
虞
東
化
を
恐
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
取
引
で
き
る
中
園
人
の
教
を
制
限
す
る
考
え
は
全
く
な
く
、
特
許
の
付
興
は
三
関
紙
税
の
然
る
べ
き

徴
牧
が
目
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
慶
東
の
公
行
復
活
と
い
う
パ
ル
フ
ォ
ア
の
懸
念
を
繰
り
返
し
否
定
し
て
い
た
。

八
四
四
年
三
月
に
は
、
松
江
海
防
同
知
沈
煩
垣
に
よ
る
特
許
方
式
の
施
行
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
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江
海
開
監
督
官
慕
久
は
、

公
印
押
捺
慣
の
蓋
帳

(

口

)

(
回

g
r
E
E
m
o
H印
〉
を
頒
布
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
貿
易
を
許
さ
れ
た
の
は
、
開
港
後
に
新
た
に
開
設
さ
れ
た
六
行
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。

バ
ル
フ
ォ
ア
は
、
す
で
に
そ
の
前
年
末
に
宮
慕
久
と
舎
談
し
た
時
、
「
こ
う
し
た
特
許
を
撤
回
し
て
、
政
府
の
徴
税
官
を
設
け
る
と
い
う
這

(
国
〉

蓋
の
口
頭
で
の
確
約
を
得
て
、
満
足
を
表
し
」
て
い
る
。
こ
の
口
約
の
趣
旨
は
、
以
後
の
推
移
を
示
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
重
要
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、

特
許
を
輿
え
ら
れ
、

そ
の
数
力
は
甚
だ
疑
わ
し
い
も
の
で
、

口
約
が
賓
際
に
行
な
わ
れ
た
と
明
示
す
る
史
料
も
管
見
の
か
ぎ
り
見
嘗
ら
な
い

が
、
以
後
の
情
況
か
ら
若
干
の
推
測
は
可
能
で
あ
る
。

如
上
の
特
許
方
式
が
現
貫
に
可
能
と
な
る
に
は
、
贋
東
の
奮
公
行
の
よ
う
に
、
外
園
と
の
取
引
を
濁
占
に
近
い
形
で
扱
う
こ
と
の
で
き
る
よ
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う
な
仲
買
一
商
の
存
在
が
ま
ず
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
、
海
閥
営
局
の
側
か
ら
彼
ら
を
指
定
し
、
税
牧
確
保
の
た
め
そ
の
濁
占
を
支
持
し
、
そ
の
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経
営
に
射
し
で
も
こ
と
さ
ら
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
の
が
い
わ
ば
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
時
期
に
は
濁
占
的
な
仲
買
一
商
が
存
在
し
て

い
た
。
上
海
開
港
直
後
、
中
園
人
と
外
因
人
と
の
開
係
は
隔
絶
し
、
信
用
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
庚
東

人
の

〉
一
ロ
ヨ
(
漢
字
名
不
明
)
は
、
外
園
人
か
ら
資
金
を
借
り
て

中
園
一
商
人
と
外
闘
一
商
人
と
の
聞
に

た
ち
ど
こ
ろ
に
閉
鎖
的
な
障
壁
を
打
ち
破
り
、
中
園
人
に
現
物
取
引
の
原
理
を
教
え
た
。

(
四
〉

上
海
市
場
に
そ
の
産
物
を
委
託
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(

却

)

さ
な
が
ら
奮
贋
東
の
濁
占
を
想
起
せ
し
め
た
、
と
レ
ぅ
。
こ
の

恰
生
行
(
何
回
g
m
E
C口
問
)
を
経
営
し
、

立
っ
て
倉
庫
業
・
仲
介
業
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
、

茶
・
生
糸
の
生
産
者
は
そ
の
影
響
で
、

一
八
四
五
年
に
は
上
海
の
線
取
引
の
三
分
の

を
扱
う
ま
で
に
な
り
、

〉
]
ロ
自

に
特
許
が
輿
え
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
が
、
バ

ル
フ
ォ
ア
の
危
倶
が
皐
な
る
杷
憂
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
海
闘
賞
局
が
特
許
を
付
興
す
る
封
象
は
こ
う
し
た
類
型
の
仲
買
一
商
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

一
八
四
六
年
に
至
っ
て
、

(

幻

)

て
き
た
恰
生
行
は
倒
産
に
瀕
し
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
際
曾
し
て
、
外
園
商
一
人
は
自
ら
所
有
貨
物
の
倉
庫
業
を
始
め
、
茶
・
生
糸
の
債
格
に
十

(

幻

〉

分
な
注
意
を
排
う
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
中
園
商
人
、
と
り
わ
け
大
き
な
損
害
を
被
っ
た
茶
一
商
は
、
以
前
の
よ
う
な
仲
買
一
商
の
介
在
に
強
い

警
戒
感
を
抱
い
た
。
双
方
は
「
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
た

(
a
P
8
8
E
n
o
J」
個
別
直
接
的
な
取
引
関
係
の
樹
立
を
指
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、 と

こ
ろ
が
、

E
C
B
が
投
機
の
破
綻
に
よ
り
多
大
の
負
債
を
抱
え
て
失
践
し
、

捻
出
取
引
の
ほ
と
ん
ど
を
扱
つ
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「
最
も
確
寅
な
」
茶
・
生
糸
の
買
付
け
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
買
加
を
主
と
す
る
中
園
人
代
理
人
に
資
金
を
前
貸
し
し
て
内
地
に
涯
遣

(

お

)

い
わ
ゆ
る
内
地
購
買
制
度
(
毛
'
n
o
E
R可
吉
見
宮
印
目
印
可
印
Z
S
)
が
始
め
ら
れ
、
贋
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

す
る
、

取
引
闘
係
の
擾
化
か
ら
み
れ
ば
、
特
許
付
興
の
針
象
と
な
る
よ
う
な
仲
買
商
は
、
遅
く
と
も
一
八
四
六
年
に
は
存
在
し
え
な
く
な
っ
た
わ
け
で

(

鈍

〉

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
前
後
に
、
海
闘
賞
局
が
「
い
か
な
る
溺
占
を
も
援
助
す
べ
く
干
渉
し
な
か
っ
た
」
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
す
で
に

特
許
制
度
を
鹿
止
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
緩
行
す
る
意
向
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

年
に
、
宮
慕
久
は
洋
涯
浜
以
北
の
地
を
調
査
の
上
、

そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
徴
税
の
方
式
は
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
よ
う
な
情
況
が
展
開
す
る
一
方
、
一
八
四
四

(

お

)

西
洋
各
園
の
一
一
商
船
の
関
税
を
専
ら
に
検
査
す
る
「
盤
験
所
」
を
設
立
し
て
い
る
。

一
八
四



六

年

に

な

る

と

、

そ

こ

に

「

始

め

て

官

署

を

建

て

」

、

こ

れ

ら

の

措

置

の

表

向

き

の

理

由

と

し

て

、

清
朝
側
は
、
そ
れ
ま
で
内
地
の
商
一
船
の
み
を
管
轄
し
て
き
た
江
海
大
闘
で
外
圏
一
商
船
を
も
管
理
し
た
と
す
れ
ば
、
混
雑
が
甚
だ
し
く
な
っ
て
不

(

幻

〉

都
合
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
バ
ル
フ
ォ
ア
の
後
の
謹
言
に
は
、
「
清
朝
嘗
局
に
読
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
租
界
の
中
央
の
黄
浦
江

(

却

)

沿
岸
に
、
:
:
:
外
園
貿
易
の
一
商
品
を
専
ら
検
査
す
る
税
闘
を
設
立
さ
せ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
上
述
の
口
約
の
中
の
「
政
府
の
徴
税
官
」
の
設
置

〈

お

〉

こ
れ
を
「
新
聞
」
と
稽
し
た
の
で
あ
る
。

が
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
貫
現
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
従
来
の
海
関
税
と
は
舎
計
を
異
と
す
る
夷
税
の
性

質
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
こ
に
お
い
て
、
江
海
闘
で
は
奮
来
の
枠
組
の
外
に
、
劉
西
洋
貿
易
の
税
務
を
専
ら
に
管
轄
す
る
場
が
で
き
あ
が
り

つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
の
洋
闘
と
常
闘
の
分
岐
の
濫
鰭
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

さ
ら
に
不
正
防
止
を
目
的
に
、

女
の
よ
う
な
手
績
が
宮
慕
久
の
任
内
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
盤
験
所
」

や

新

闘
」
の
設
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
の
附
属
機
闘
と
し
て
、
上
海
と
内
地
と
を
結
ぶ
主
要
ル

l
ト
た
る
黄
滞
江
・
呉
瓶
江
を
や
や
遡
つ

(

却

)

た
地
黙
の
南
寅
浦
・
新
聞
に
、
南
よ
ト
・
北
よ
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
職
出
向
け
の
絹
・
茶
を
販
運
す
る
客
一商
た
ち
は
、
こ
こ
で
一
商
品
を
申
告
し

ー

て
か
ら
、
上
海
の
倉
庫
業
者
に
わ
た
す
。
こ
の
倉
庫
業
者
は
、
海
開
頒
布
の
公
印
押
捺
済
の
蓋
帳
に
受
領
し
た
一
商
品
を
登
記
し
て
、
首
局
の
定
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期
的
な
査
察
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

(
鈎
〉

た
。
時
期
的
な
符
合
に
は
や
や
問
題
は
残
る
も
の
の
、
先
に
決
め
ら
れ
た
特
許
方
式
が
や
め
ら
れ
る
に
伴
い
、
南
半
卜
・
北
よ
ト
や
江
海
新
聞
の
設

置
と
と
も
に
右
の
よ
う
な
手
積
が
施
行
さ
れ
た
と
す
る
の
が
、
や
は
り
安
蛍
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
蓋
帳
は
、

申
請
す
れ
ば
い
か
な
る
倉
庫
業
者
で
も
交
付
さ
れ
る
き
ま
り
で
あ
っ

以
上
の
よ
う
に
、
上
海
開
港
初
期
に
お
け
る
江
海
闘
の
夷
税
徴
牧
機
構
の
展
開
は
、
轍
出
税
徴
牧
に
お
け
る
、
蓄
来
の
海
闘
の
枠
内
で
の
濁

い
わ
ば
奮
贋
東
的
な
徴
税
方
式
か
ら
、
南
よ
卜
・
北
米
や
新
聞
の
分
立
、
加
え
て
、
客
一
商
が
一
商
品
の
申

告
を
行
な
い
、
倉
庫
業
者
の
帳
簿
が
査
察
さ
れ
る
と
い
う
方
式
へ
の
襲
化
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
立
場
か
ら
み
る

占
的
な
中
園
人
仲
買
一
商
の
介
在
と
い
う
、
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と
、
最
も
恐
る
べ
き
上
海
の
徴
税
・
貿
易
機
構
の
庚
東
化
は
さ
し
あ
た
り
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
直
ち
に
イ
ギ
リ
ス
側

の
敷
迎
す
べ
き
事
態
を
結
果
し
た
か
ど
う
か
は
、
自
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
新
た
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
江
海
新
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聞
と
い
う
場
の
夷
税
徴
牧
機
構
は
、

ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
衣
に
こ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

江
海
新
聞
の
徴
税
機
構
と
外
園
人
税
務
司
制
度

一
八
四

0
年
代
の
末
か
ら
五

0
年
代
牢
ば
に
か
け
て
上
海
港
で
顎
著
と
な
っ
た
現
象
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
外
園
商
船
に
よ
る
密
犠

・
脱
税

の
猫
娠
で
あ
る
。
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
、
嘗
時
の
中
園
と
西
洋
と
の
貿
易
の
あ
り
方
そ
の
も
の
か
ら
、
上
海
で
の
取
引
形
態
に
ま
で
及
ん
で

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
に
よ
っ
て
最
も
憂
慮
す
べ
き
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
江
海
新
開

の
情
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
篠
約
港
に
お
け
る
密
聡

・
脱
税
に
つ
い
て
、
パ
ル
フ
ォ
ア
の
後
任
領
事
で
あ
っ
た
オ
1
ル
コ
ッ
ク
(
河
口
門
7
2・

甘
え
〉
-
n
o
n
r
)

は

一
八
五
七
年
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

外
圏
西
人
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
買
牧
し
や
す
い
腐
敗
し
た
清
朝
嘗
局
と
直
接
海
闘
で
接
燭
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
脱
税
を
行
な
う
た

め
に
密
聡

・
不
正
手
段
の
大
規
模
な
組
織
化
に
乗
り
だ
し
た
。
あ
る
場
合
に
は
、
清
朝
首
局
と
外
園
人
と
の
う
ち
、

一
方
の
力
ず
く
で
の
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港
商
規
則
の
違
反
に
よ
っ
て
、

(
況
)

さ
れ
た
。

よ
り
多
く
の
場
合
は
、
整
方
の
贈
牧
賄
と
結
託
に
よ
っ
て
、
清
朝
の
法
と
傑
約
の
規
定
と
は
均
し
く
無
視

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
篠
約
港
で
密
稔

・
脱
税
の
生
じ
た
主
要
な
契
機
と
し
て
、
外
聞
一
商
人
と
海
開
と
の
「
直
接
の
接
燭
」
が
言
及
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
の
は
、
徴
税
に
お
け
る
公
行
商
人
の
介
在
が
南
京
篠
約
で
麿
止
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
五

港
す
べ
て
が
こ
う
し
た
情
況
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
同
時
期
の
毎
海
闘
に
目
を
向
け
れ
ば
、
外
園
一
商
人
が
徴
税
手

積
で
海
闘
と
直
接
に
接
燭
す
る
こ
と
は
全
く
な
く
、
貫
質
的
に
不
正
が
行
な
わ
れ
て
い
た
に
し
ろ
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
形
で
の
密
稔

・
脱
税

(

幻

)

(

お

)

と
し
て
表
面
化
・
問
題
化
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
照
ら
し
て
も
、
ま
た
、
オ
1
ル
コ
ッ
ク
自
身
の
鰹
歴
を
み
て
も
、
こ
の
「
直
接

の
接
燭
」
と
は
江
海
新
聞
特
有
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
江
海
新
聞
の
徴
税
機
構
を
考
え

る
に
は
、
密
聡

・
脱
税
を
生
じ
せ
し
め
た
と
い
う

「
直
接
の
接
鰯
」
の
あ
り
方
も
含
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。



嘗
時
に
賓
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
徴
税
手
績
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
稔
出
税
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
茶
・
絹
を
上
海
に
運
ん

で
く
る
中
園
人
客
一
商
が
、
南
よ
ト
・
北
米
に
お
い
て
一
商
品
を
申
告
し
、
そ
こ
で
聯
皐
(
三
通
商
品
明
細
書
、

E
司

-
5
5
B
S
F
m
C
の
篤
し
一
通
を
受

け
取
る
。
他
の
一
遁
は
そ
の
-
商
品
を
船
積
ま
で
預
か
る
倉
庫
業
者
に
わ
た
さ
れ
る
。
も
う
一
通
は
新
闘
に
よ
り
保
管
さ
れ
た
。
茶
・
絹
を
職
出

す
る
外
園
商
人
は
、
中
園
人
の
買
手
か
ら
一
商
品
を
購
入
す
る
際
に
、
こ
の
聯
皐
を
も
併
せ
て
受
領
し
た
。
関
税
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
海
開
銀
競

〈

弘

〉

に
支
携
わ
れ
る
が
、
新
開
嘗
局
が
自
ら
保
管
す
る
聯
阜
の
寓
し
と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
で
不
正
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
し
く
み
で
あ
っ
た
。
前
節

に
述
べ
た
手
績
と
比
べ
れ
ば
、
聯
箪
の
護
行
と
照
合
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
黙
が
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
干
渉
権
」
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
な
慣
行
も
他
方
で
成
立
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
一
商
人
は
、
一
商
船
の
入
港
時
に
、
船
舶
書

類
や
貨
物
明
細
書
を
自
園
領
事
に
預
け
る
。
貨
物
の
遁
開
後
、
海
闘
銀
競
に
関
税
を
支
排
っ
て
領
牧
書
を
受
け
取
る
。
こ
の
領
牧
書
を
競
牧
と

い
う
。
こ
れ
は
新
聞
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
領
事
は
披
牧
と
預
か
っ
た
書
類
と
を
照
合
し
、
規
定
額
の
納
税
が
確
認
で

新
聞
に
紅
単
(
出
港
完
獄
、
開
g
z
n
r
D
P
司

c
z
n
-
3
5
5
4
の
護
行
を
申
請
し
た
。

と
こ
ろ
で
、

き
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
一
商
人
に
よ
る
と
さ
れ
た
閲
税
納
入
の
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最
終
的
な
確
認
は
、
領
事
の
手
で
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
験
出
税
徴
牧
の
手
績
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
ま
で
の
職
人
税
に
つ
い
て
手
許
の
史
料
に
は
ほ

と
ん
ど
言
及
、
が
な
い
。

ア
ヘ
ン
以
外
の
い
わ
ゆ
る
一
般
職
入
品
は
取
引
で
の
重
要
度
が
低
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、

不
正
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
、

そ
の
徴
税
で
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
領
事
に
よ
る
関
税
納
入
の
監
督
が
比

較
的
容
易
か
つ
有
数
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

寅
際
の
関
税
支
排
に
闘
し
て
は
、
外
園
一
商
人
自
身
が
銀
競
に
排
い
込
む
の
が
原
則
で
は
あ
っ
た
が
、
外
園
一
商
社
の
買
緋
が
代
わ
り
に
支
携
に

行
く
場
合
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
捻
出
税
で
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
、
倉
庫
業
者
に
よ
る
代
納
、
南
半
ト
・
北
未
で
の
客
一
商
に
よ
る
支
携
、
と
い
う

ケ

l
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
者
の
い
ず
れ
が
最
も
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

(
お
)

後
の
い
わ
ゆ
る
金
融
一
逼
迫

(
B
B
ミ
詩
5
m
g
n己
に
際
し
、
主
要
な
外
圏
一
商
社
は
現
銀
の
入
手
困
難
と
関
連
し
て
、

一
八
五
三
年
以

69 
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銭
荘
が
普
段
の
便
宜
を
輿
え
よ
う
と
は
し
な
い
た
め
、
中
園
一商
人
か
ら
総
出
入
税
の
支
梯
を
得
る
こ
と
も
、

〔聡
入
〕一
商
品
の
販
買
を
貫

(
お
)

現
し
〔
現
銀
を
獲
得
し
〕
て
、
外
圏
一商
人
が
む
し
ろ
直
接
に
納
め
る
べ
き
闘
税
を
支
排
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。

と
い

っ
て
お
り
、
後
三
者
が
よ
り
普
遍
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、
内
地
購
買
制
度
の
普
及
に
よ
っ

て
、
同
一

の
買
掛
が
客
一
商
や

倉
庫
業
者
を
一
身
に
粂
ね
て
い
た
場
合
も
決
し
て
な
か
っ
た
と
は
レ
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
上
速
の
徴
税
手
績
は
、
外
園
人
が
ほ

と
ん
ど
開
興
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
質
際
に
は
中
園
人
の
手
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て

い
た

の
で
あ
る
。

外
圏
一商
船
の
密
稔
・
脱
税
は
、
新
聞
の

官
吏
と
中
園
人
一
商
人
も
し
く
は
買
掛
と
が
気
脈
を
通
ず
れ
ば
容
易
に
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
雨
者
の
繋
が
り
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ

の
一
商
人
領
事
が
、

現
署
理
道
蓋
(
呉
健
彰
)
は

新
聞
と
道
蓋
街
門
で
贋
東
人
の
下
僚
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
。

彼
ら
が
組
織
的
に
脅
迫
を
始
め
る
と
、

(
幻
)

々
と
関
係
の
あ
る
雇
人

公
R
5
2
6
や
一商
人
か
ら
組
織
的
に
賄
賂
を
強
要
せ
ね
ば
や
ま
な
い
。

我

め
ら
れ
て
い
た
。
賄
賂
で
繋
が
れ
る
雨
者
の
開
係
が
開
税
に
お
い
て
結
果
し
た
と
こ
ろ
は
自
明
で
あ
る
。
オ
ー
ル
コ

ッ
ク
の
い
わ
ゆ
る
外
園
商
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
雇
人
と
は
お
そ
ら
く
通
事
や
買
加
を
指
し
て
い
る
に
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が、

そ
の
大
多
数
も
や
は
り
贋
東
人
で
占

人
と
新
聞
と
の
「
直
接
の
接
鰯
」
と
は
、
贋
東
人
同
士
の
「
贈
牧
賄
と
結
託
」
に
よ
る
関
係
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
江
海
新
聞
の
徴

税
機
構
の
運
用
は
、
質
際
に
は
こ
の
庚
東
人
の
「
直
接
の
接
燭
」
に
依
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
醸
成
さ
れ
る
密
聡
・
脱
税
に
劃
し
、

(
お
)

「
干
渉
権
」
を
以
て
個
々
の
密
聡
・
脱
税
事
件
を
摘
渡
し
え
た
に
止
ま
り
、
事
態
の
抜
本
的
な
改
善
に
は
力
が
及
ぶ
べ
く
も
な
か
っ
た
。
他
方

駐
上
海
イ
ギ
リ
ス
領
事
オ

l
ル
コ
ッ
ク
は

た
だ
手
を
扶
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

で
は
「
干
渉
権
」
に
拘
束
さ
れ
な
い
ア
メ
リ
カ

・
フ
ラ
ン
ス

・
無
燦
約
園
の
商
人
の
存
在
が
あ
っ
た
。

オ
ー
ル
コ

ッ
ク
は
現
任
の
領
事
た
る
立

(

却

)

ま
ず
自
園
商
人
の
保
護
者
で
あ

っ
て
、
他
園
一商
人
に
劃
す
る
そ
の
卒
等
な
燦
件
に
留
一意
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
結
局
、
一
八
五
一
年

(ω) 

七
月
に
イ
ギ
リ
ス
は
数
果
の
乏
し
い
「
干
渉
権
」
の
停
止
を
通
告
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
競
牧
は
「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
領
事
を
経
ず
に
、

(
H
U
)
 

直
接
海
開
へ
わ
た
す
」
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
が
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
し
て
は
、
自
圏
一商
人
に
よ
る
納
税
の
確
認
を
行
な
う
手
段
を
失
っ
た
に
過

場
上
、



ぎ
ず
、
事
態
の
好
轄
は
何
ら
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
バ
ル
フ
ォ
ア
が
江
海
閥
首
局
に
説
い
て
新
闘
を
設
立
さ
せ
た
所
以
は
、
通
一
商
秩
序
を
打
ち
立
て
、

正
直
な
一
商
人
に
と
っ
て
有
害
な

(

必

)

「
領
事
と
嘗
地
の
清
朝
高
官
に
よ
っ
て
、
海
闘
の
属
僚
を
確
寅
に
監
督
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ

江
海
新
聞
の
腐
敗
を
取
り
締
ま
る
た
め
、

れ
ゆ
え
、
領
事
の
関
心
は
新
聞
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
前
任
者
の
所
期
の
目
的
と
は
裏
腹
の
現
質
を
確

認
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
聞
で
見
ら
れ
た
清
朝
官
吏
の
通
弊
に
劃
す
る
彼
の
指
摘
に
、

〔
新
開
〕
嘗
局
は
、
現
在
、
誠
賞
に
関
税
を
徴
牧
す
る
こ
と
に
全
く
闘
心
は
な
く
、
逆
に
外
園
人
の
荷
主
と
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
に
直

と
と
な
り
、 し

か
も
私
的
な
閥
心
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
捻
出
品
の
量
を
偏
っ
た
報
告
が
海
闘
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
る
こ

(

必

)

か
く
し
て
脱
税
さ
れ
た
金
額
の
一
部
が
営
局
官
吏
の
私
得
と
な
る
の
で
あ
る
。

接
の
、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
官
吏
の
関
心
と
領
事
の
持
つ
そ
れ
と
の
聞
に
は
、
な
お
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
横
た
わ
る
「
正
直
で

(
H
H
)
 

有
能
な
海
閥
」
の
依
如
と
い
う
事
態
の
克
服
に
は
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
領
事
の
施
策
と
江
海
開
嘗
局
の
認
識
の
獲
化
と
を
導
き
出
す
契
機
が

必
要
で
あ
っ
た
。
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一
八
五
三
年
に
至
っ
て
、
太
卒
天
国
の
南
京
占
領
お
よ
び
そ
の
前
後
に
お
け
る
長
江
流
域
で
の
戦
争
状
態
に
よ
り
、
上
海
貿
易
市
場
は
混
観

し
、
危
機
的
な
情
況
を
迎
え
る
。
そ
の
詳
細
は
省
略
に
従
う
が
、
そ
う
し
た
情
況
に
封
麿
し
た
行
動
を
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
即
ち
に
起
こ
す
必

〈

必

)

要
に
迫
ら
れ
た
。
失
敗
に
は
終
わ
っ
た
が
、
保
税
倉
庫
導
入
の
試
み
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
績
い
て
九
月
に
上
海
小
万
曾
の
蜂
起
が
起
こ
っ

た
。
こ
の
蜂
起
に
よ
り
、
上
海
蛍
局
は
そ
の
銀
座
の
軍
費
に
充
て
る
公
的
な
税
牧
調
達
の
必
要
を
認
識
し
始
め
た
が
、
江
海
新
闘
に
は
さ
ら
に

そ
れ
以
上
の
影
響
が
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

小
万
舎
の
上
海
豚
城
占
領
と
江
海
開
襲
撃
、
海
開
監
督
呉
健
-
彰
の
租
界
亡
命
に
よ
っ
て
、
新
聞
の
機
能
は
全
く
停
止
し
た
。
そ
こ
で
、
逼
一商

71 

の
無
秩
序
化
を
恐
れ
た
オ
1
ル
コ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
領
事
と
共
同
し
て
、
各
領
事
が
自
園
商
人
に
約
束
手
形
を
以
て
闘
税
を
納
入
さ
せ
て
逼
闘

を
認
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
臨
時
制
度
」
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
一
八
五
四
年
二
月
ま
で
貫
施
さ
れ
、
そ
の
聞
の
外
園
一
一
商
人
の
未
納
闘
税
は

E
額
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に
の
ぼ
っ
た
。

「臨
時
制
度
」
が
イ
ギ
リ
ス
本
園
か
ら
認
め
ら
れ
ず
に
失
殺
す
る
と
、
呉
健
彰
が
海
開
業
務
を
再
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

外
園
一
商
船
の
密
稔
を
全
く
防
止
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
講
じ
ら
れ
た
方
策
は
い
ず
れ
も
数
果
が
あ
が
ら
ず
、
結
局
、
外
園
側
は
清
朝
側
の
要

求
す
る
未
納
関
税
を
排
済
し
、
後
者
は
前
者
の
提
示
す
る
新
聞
の
管
理
方
式
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
形
で
妥
協
が
な
さ
れ
た
。
六
月
二
九
日
に

海
開
監
督
と
英
米
併
三
園
領
事
と
の
聞
に
協
定
が
結
ば
れ
、
七
月
一
一
一
日
よ
り
外
園
人
税
務
司
制
度
が
護
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
経
緯
は
、
す
で
に
先
撃
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ご
く
概
略
を
述
べ
る
に
止
め
た
。
そ
こ
で
は
、
本
稿
の
は
じ

め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
篠
約
に
基
づ
く
関
税
行
政
の
質
施
に
向
け
て
の
、
通
一
面
的
・
外
交
的
に
針
立
し
て
い
た
英
米
の
協
力
、

お
よ
び
外
園
側

と
清
朝
と
の
協
力
と
い
う
関
係
の
形
成
に
重
黙
が
置
か
れ
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
評
債
が
な
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
と

く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
創
設
に
至
る
オ
l
ル
コ

ッ
ク
の
意
向
が
、
必
ず
し
も
本
節
所
連
の
徴
税
機
構
を
根
底
か
ら
覆

そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
江
海
闘
賞
局
の
側
が
、
も
は
や
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
っ
た
租
界
内
の
新
闘
に
見
切
り

(
必
)

を
つ
け
、
内
地
の
関
行
鎮
と
白
鶴
江
と
に
税
闘
を
設
け
、
中
園
一
商
人
に
閲
税
納
入
の
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
位
置
関
係

か
ら
い
っ
て
、

お
そ
ら
く
新
聞
の
分
局
で
あ
っ
た
南
未

・
北
未
を
よ
り
内
地
に
移
し
て
、
徴
税
機
能
を
公
式
に
付
興
し
、
税
政
確
保
を
可
能
な
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ら
し
め
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

オ
ー
ル
コ

y

ク
が
こ
の
案
を
否
認
し
、
新
聞
で
の
徴
税
に
固
執
し
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
徴
税
機
構
を
是

認
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
彼
が
考
案
し
て
承
認
さ
れ
た
制
度
は
、

「
簡
単
で
即
ち
に
機
能
で
き
る
(
凹
5
1
0
8
L
B包
己
」
も
の

で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
設
立
さ
れ
た
外
国
人
税
務
司
制
度
の
質
務
の
し
く
み
を
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
新
聞
の
要
鹿
に
配
置
さ
れ
た
「
正
直
で
用
心
深
い

(

U

)

 

外
国
人
公
『
。
片
品
目
ロ

o
r
s
g
H
O同
℃

g
r
ξ
白ロ仏〈
-mMF
ロno)
」
税
関
吏
を
し
て
課
税
評
債
を
行
な
わ
し
め
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
税
務
司
が
課
税

額
を
明
記
し
た
税
皐
(
験
単
と
も
い
う
。
徴
税
令
書
、

。ロ凹
H
o
g
m
宮叩
B
R
E
E
B
)
を
外
園
一
商
人
に
交
付
す
る
。

外
圏
一
商
一
人
は
こ
れ
に
従

っ
て

「
直
接
に
」
海
開
銀
肢
に
納
税
す
る
。
税
務
司
が
披
牧
記
載
の
領
牧
額
と
税
軍
の
-
課
税
額
を
照
合
し
た
後
に
、
紅
車
が
瑳
行
さ
れ
る
の
で
あ

っ

(

必

)

た。



以
上
の
手
績
に
お
い
て
嘗
方
式
が
改
め
ら
れ
た
黙
と
し
て
、

外
圏
一
商
人
は
「
直
接
に
」
、

つ
ま
り
買
掛
な
ど
の
手
を
通
さ
ず
に
納
税
す
る
こ

お
そ
ら
く
犠
入
税
の
徴
牧

に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
職
出
で
は
、
中
園
人
一
商
人
が
南
未

・
北
半
卜
で
聯
畢
を
受
け
て
納
税
す
る
手
績
は
依
然
と
し
て
存
積
し
て
い

(

羽

)

(

印

)

た
。
の
み
な
ら
ず
、
中
園
人
の
荷
主
と
中
園
人
逼
事
が
結
託
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
外
圏
一
商
社
は
な
お
買
掛
な
ど
を
遁
じ
て
関
税
を
私
定
で

(
日
)

き
た
、
と
い
う
奮
来
の
阻
習
も
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
園
人
税
務
司
制
度
は
そ
れ
ま
で
の
徴
税
機
構
そ
の
も
の
に
抵
鰯
し
た

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
包
掻
さ
れ
て
機
能
し
て
レ
た
の
で
あ
る
。
嘗
初
の
協
定
に
よ
り
領
事
が
有
し
た
税
務
司
の
任
売
権
も
、
寅
際

(
臼
〉

に
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
清
朝
側
が
税
務
司
を
江
海
闘
の
幕
友
と
み
な
し
た
の
も
、
あ
な
が
ち
一
方
的
な
解
樟

ど
こ
ま
で
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
か
は
確
言
で
き
な
い
。

た
と
え
賀
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、

と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
特
徴
的
な
機
能
は
、
既
存
の
徴
税
機
構
の
中
に
お
い
て
、
課
税
額
と
徴
税
額
と
を
正
確
に
把
握
し
て
、

不
正
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行
信
用
を
規
制
し
、

不
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
機
能
は
、
領
事
と
上
海
嘗
局
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
前
者
か
ら

と
讃
み
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
制
度
設
立
以
前
の
奮
習
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
上
海
港
の
規
則
が
働
行
さ
れ
、
大
規
模
な

密
聡
・
脱
税
は
次
々
に
摘
震
さ
れ
て
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
り
、
多
額
の
税
牧
が
確
保
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。

は
逼
一
一
商
秩
序
を
確
立
さ
せ
る
も
の
、
後
者
か
ら
は
公
的
な
軍
費
を
ぬm
り
な
く
調
達
す
る
も
の
、

四

外
園
人
税
務
司
制
度
を
め
ぐ
る
論
議

外
闘
人
税
務
司
制
度
の
存
在
は
、
設
立
後
ま
も
な
く
、
上
海
の
外
園
入
社
舎
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
惹
起
し
た
。
そ
こ
で
は
、

イ
ギ

リ
ス
領
事
よ
り
む
し
ろ
外
圏
一商
人
が
、
江
海
新
聞
に
お
け
る
夷
税
の
徴
牧
と
そ
の
機
構
に
つ
い
て
最
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な

っ
て

73 

き
た
。
こ
の
段
階
に
な

っ
て
、
従
前
の
江
海
新
開
の
行
政
に
慣
れ
て
レ
た
彼
ら
が
、
税
務
司
に
よ
る
規
則
に
巌
格
で
確
賓
な
徴
税
に
直
面
し
た

(
臼
)

一
八
五
五
年
噴
か
ら
議
論
の
主
た
る
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
存
麿
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
嘗
時
の
上

か
ら
で
あ
る
。
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海
を
め
ぐ
る
逼
一
商
の
動
向
が
密
接
に
連
関
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

議
論
の
護
端
は
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
。
外
国
人
税
務
司
制
度
の
設
立
に
深
く
関
わ
り
、

こ
れ
を
庇
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
駐
華
公
使
パ
ウ

リ
ン
グ

(ω
目
円
同

0
7
ロ
ロ
。
ミ
5
m
)
の
報
告
に
よ
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
税
務
司
の
闘
税
行
政
に
一
定
の
評
債
を
輿
え
て
い
た
が
、

一
八
五
五
年

の
初
め
、
上
海
に
庖
舗
を
持
つ
リ
ヴ
ァ
プ
l
ル
の
一
商
人
か
ら
一
つ
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。
税
務
司
の
巌
格
な
徴
税
が
上
海
一
港
に
限
定
さ
れ

て
い
る
た
め
、
上
海
の
一
商
人
は
他
港
よ
り
不
利
で
あ
り
、
不
正
が
行
な
わ
れ
て

い
る
他
港
に
取
引
が
移
っ
て
、
上
海
の
貿
易
は
荒
鹿
す
る
で
あ

ろ
う
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
賛
意
を
表
し
た
外
相
ク
-
フ

レ
ン
ド
ン
(
『
三
ロ
ミ
2
宕
ロ
〉
は
、
駐
豪
公
使
に
「
他
港
で
も
同
様
の
、

(

山

崎

)

あ
る
い
は
同
程
度
に
有
数
な
徴
税
制
度
を
設
立
す
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
」
と
訓
令
し
た
。
パ
ウ
リ
ン
グ
は
、

(
日
)

導
入
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
」
と
雇
え
て
、
そ
の
交
渉
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

コ
幅
州
に
上
海
と
同
じ
制
度
を

こ
う
し
た
経
総
の
背
景
に
は
、
茶
貿
易
に
お
け
る
一帽
州
港
の
撞
頭
が
あ
っ
た
。
す
で
に
一
八
五
二
年
よ
り
上
海
は
茶
の
職
出
量
で
首
位
を
占

め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
八
五
三
年
に
戦
蹴
の
影
響
で
一
隅
建
産
の
茶
が
上
海
に
迭
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
ラ
ッ
セ
ル
一
商
曾

(
F】

印

R
-7附

(
切
)

の0
・
)
の
買
掛
が
同
省
の
内
地
で
茶
を
買
付
け
、
一
幅
州
か
ら
の
搬
出
に
成
功
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
一
幅
州
港
で
の
茶
貿
易
が
大
い
に
護
展
す
る
。
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蛍
時
、
一
幅
州
は
二
つ
の
黙
で
有
利
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
つ
は
、
腐
敗
し
た
海
闘
の
存
在
に
よ
り
稔
出
関
税
の
不
正
な
減
克
が
な
し
う
る
こ

(

貯

)

と
、
第
二
に
は
、
産
地
を
開
近
に
控
え
て
い
る
の
で
同
品
級
の
茶
が
上
海
よ
り
も
低
コ
ス
ト
で
入
手
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
上
海
で
は
、
こ

の
う
ち
第
一
の
黙
が
直
ち
に
外
園
人
税
務
司
制
度
の
巌
格
な
閥
税
行
政
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
憂
慮
さ
れ
、
南
港
を
徴
税
上
同
等
の
篠
件
に
置
く

ょ
う
要
求
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
上
海
で
こ
の
制
度
を
鹿
止
す
る
か
、

そ
れ
と
も
、
存
績
さ
せ
る
な
ら
ば
一隅
州
に
そ
れ
を
導
入
す
る
か
、
と
い
う
二
通
り
の
方
法

イ
ギ
リ
ス
政
府
も
評
慣
し
て
い
た
、
合
法
的
な
規
則
を
遵
奉
す
る
税
務
司
の
存
在

が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
バ
ウ
リ
ン
グ
の
交
渉
の
さ
な
か
、

を
公
然
と
否
定
す
る
の
は
、
一
商
人
た
ち
に
も
さ
す
が
に
俸
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

う
も
の
の
、

イ
ギ
リ
ス
一
商
人
の
聞
に
は
明
ら
か
な
立
場
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
見
解
は
こ
の
時
貼
で
は
確
認
で
き
な
い
。
と
は
レ

駐
上
海
イ
ギ
リ
ス
領
事
ロ
バ

l
ト
ス
ン
ハ
ロ

Z
E
P
o
o
r



H
N
D
F
H仲
間

O
ロ
〉
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

〔
外
園
人
税
務
司
制
度
に
よ
る
〕
上
海
の
関
税
金
額
支
排
の
義
務
は
、
大
商
社
。
g
丘ロ
m
g
R
g
Z
F
酌

H
E
C
に
よ
っ
て
疑
い
な
く
支
持

さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、

そ
の
見
解
に
よ
っ
て
、
上
海
港
に
と
っ
て
こ
の
制
度
が
有
利
で
あ
る
と
、
ど
こ
ま
で
詮
明
で
き
る
の
か
疑
わ
し

ぃ
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
、
概
し
て
支
庖
を
一
隅
州
に
も
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
綱
紀
の
弛
緩
し
た
〔
徴
税
〕
制
度
の
興
え
る
恩

恵
に
興
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
茶
貿
易
が
幾
分
一
帽
州
に
移
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
は
有
利
に
作
用
す
る
が
、
一
隅
州
に
庖

(

臼

)

し
た
が
っ
て
一
踊
州
市
場
と
競
争
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

舗
を
持
た
ぬ
者
に
と
っ
て
は
、
事
は
正
反
劃
で
あ
り
、

と
あ
る
。
こ
の
分
析
が
果
た
し
て
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
明
言
し
が
た
い
が
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
存
置
を
意
味
す
る
バ
ウ
リ
ン
グ
の
交
渉

を
支
持
し
て
い
た
の
は
大
一
商
社
で
あ
り
、
一
方
、
中
小
の
一
商
社
に
と
っ
て
は
、
方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
、
南
港
の
燦
件
の
同
等
化
が
よ
り
焦
眉

の
急
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
外
園
人
税
務
司
制
度
は
江
海
聞
に
限
っ
た
樺
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
み
て
い
た
間
海
闘
嘗
局
お
よ
び
贋
東
欽
差
大
臣

(

臼

)

葉
名
深
か
ら
バ
ウ
リ
ン
グ
の
提
案
が
一
蹴
さ
れ
、
こ
の
制
度
の
一
脂
州
に
お
け
る
貫
施
は
絶
望
と
み
な
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
そ
の
鹿
止
が
整
高
に

(

印

)

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
慶
止
論
」
と
し
て
お
こ
う
。
ア
メ
リ
カ
一
商
人
も
概
ね
こ
れ
に
左
担
し
て
い
た
。
論
者
は
、
外
園
人
税
務

司
制
度
を
鹿
止
し
て
、
「
税
込
の
債
格
で
(
巳
-
D
占
有

5
・
子
白
ニ
タ
ロ
ロ
同
司

3
5
中
園
人
か
ら
産
物
を
購
入
す
る
と
い
う
贋
東
の
徴
税
方
式

(

臼

)

を
上
海
で
も
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。

そ
の
根
底
に
あ
っ
た
現
蹴
認
識
は
、
大
略
は
先
に
述
べ
た
リ
ヴ
7
0
ア
ー
ル
の
一
商
人
の
場
合
と
さ
ほ
ど
襲
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
細
部
に
ま
で
目

- 75ー

を
向
け
る
と
、

他
港
で
は
、
外
園
人
は
中
園
人
か
ら
税
込
債
格
で
購
入
す
る
が
、
後
者
は
自
身
で
嘗
局
と
取
引
し
、
内
地
の
町
で
一
一商
品
の
逼
過
中
に
支
梯

〔
そ
の
取
り
戻
し
た
金

75 

を
強
い
ら
れ
た
違
法
の
賦
課
金
の
一
部
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
く
し
て
外
園
人
に
そ
の
一
商
品
を
、

額
に
〕
見
合
う
低
額
で
買
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
海
で
は
こ
う
し
た
取
引
が
で
き
な
い
と
わ
か
り
、
他
方
、

〔
港
に
出
る
〕
途
上
に
お
け
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る
不
正
規
な
賦
課
金
が
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
い
と
な
る
と
、

(

位

)

か
ら
他
港
へ
追
い
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

〔
茶
・
絹
な
ど
の
〕
産
物
は
、

た
と
え
匝
離
が
遠
く
な
っ
て
も
、
我
々
の
市
場

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
彼
ら
は
産
物
の
買
付
を
何
よ
り
も
重
視
し
て
い
た
の
で
、

そ
の
考
え
方
は
い
か
に
し
て
も
、
産
物
が
生
産

地
か
ら
積
出
港

へ
運
ば
れ
る
方
向
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
途
中
に
内
地
通
過
税
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、

港
に
お
け
る
巌
格
な
徴
税
は
却

っ
て
不
利
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

中
国
産
物
の
買
付
市
場
だ
と
み
な
し
、

そ
う
し
た
観
貼
か
ら
南
港
の
篠
件
同
等
化
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
廃
止
論
」
は
、
上
海
と
一
幅
州
と
は
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い

え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
バ
ウ
リ
ン
グ
の
交
渉
を
背
後
で
支
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
外
園
人
税
務
司
制
度
の
「
存
績
諮
問
」
が
止
ん
だ
の
か
と
い

(

臼

)

『
ノ

l
ス
・
チ
ャ
イ
ナ

・
ヘ
ラ
ル
ド
』
紙
は
一
貫
し
て
こ
の
制
度
の
存
績
を
支
持
す
る
論
調
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

上
海
の
イ
ギ
リ
ス
商一
人
の
聞
で
は

一
定
の
勢
力
を
保

っ
て
お
り
、
む
し
ろ
議
論
の
主
流
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
代
表

此
慮
(
上
海
)
の
み
な
ら
ず
、
彼
慮
(
穏
州
〉
に
も
外
園
人
税
務
司
を
押
し
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
・
今
、
茶
の
購
入
市
場
を
上
海

- 76ー

す
る
意
見
の

一
つ
に
、

か
ら
一
隅
州
に
代
え
る
こ
と
で
惹
起
さ
れ
る
園
民
的
利
盆
の
損
失
を
詳
論
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
以
下
の
因
果
関
係
だ
け
は
最
も
明
確

に
認
め
ら
れ
よ
う
。
上
海
の
茶
貿
易
が
減
少
す
れ
ば
、
嘗
然
我
が
イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
の
験
入
貿
易
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
減
少
す
る
で
あ

ろ
う
。

一隅
州
に
お
け
る
茶
は
銀
で
支
排
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
工
業
製
品
の
購
入
は
い
か
ほ
ど
の
量
も
な
い
||
そ
こ
で
の
主
要
な
轍
入
品

(
N
M
)
 

は
ア
ヘ
ン
で
あ
る
。

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
海
の
茶
貿
易
が
減
退
す
れ
ば
、
必
然
的
に
イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
の
販
買
市
場
も
縮
小
し
て
、

(
回
)

係
の
あ
る

一一商
社
は
そ
の
影
響
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
す
る
見
方
は
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
。

第
1
固
に
よ
れ
ば
、

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
!
と
闘

一
八
五
六
年
以
降
か

ら
上
海
と
一
踊
州
は
茶
の
総
出
に
お
い
て
明
ら
か
に
封
抗
開
係
に
あ
る
。

一
八
五
O
年
以
前
か
ら
、

上
海
は
イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
と
そ
の
封
債
と
し

(
同
山
〉

て
の
茶

・
絹
と
の
取
引
で
構
成
さ
れ
る
中
英
聞
の
直
接
貿
易
の
中
心
擦
黙
と
い
う
位
置
を
占
め
て
い
た
。
験
入
貿
易
に
お
け
る
上
海
の
地
位
の
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重
要
性
、
な
か
で
も
綿
製
品
の
そ
れ
は
、
第
2
表
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ

ろ
う
。

五
0
年
代
牢
ば
に
は

そ
う
し
た
聡
入
貿
易
は
、
外
国
人
税
務
司

第 1園

制
度
が
貫
際
に
機
能
し
て
い
た
徴
税
機
構
の
も
と
、
現
物
取
引
で
行
な
わ

(

訂

)

れ
て
い
た
。

第
3
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
制
度
設
足
以
来
の
綿
製

そ
う
し
た
情
況
に
基
づ
い
て
お

品
を
含
む
聡
入
額
の
着
賞
な
伸
び
は
、

り
、
バ
ウ
リ
ン
グ
が
外
園
人
税
務
司
制
度
を
支
持
し
た
論
擦
の

一
つ
に
も

(
回
)

な
っ
て
い
た
。
関
係
者
は
こ
う
し
た
情
況
に
混
蹴
を
招
く
こ
と
を
望
む
は

ず
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

上
海
は
産
物
の
買
付
と
連
動
す
る
聡
入

貿
易
で
他
港
と
は
異
な
る
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

だ
か
ら
こ
そ
、
上

- 77ー

海
と
同
じ
篠
件
を一幅
州
に
強
い
る
要
求
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
イ
ギ
リ

ス
綿
製
品
の
受
入
口
と
な
っ
て
い
た
上
海
の
位
置
は
、
中
圏
内
地
市
場
に

(ω) 

聞
か
れ
た
そ
の
集
積
地
と
し
て
も
夙
に
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
蘇

(
初
)

州
を
越
え
て
内
地
に
綿
製
品
が
浸
透
し
な
い
大
き
な
原
因
と
し
て
、
内
地
通
過
税
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
在
華
イ
ギ
リ
ス
商
一
人
は
、
利

盆
の
上
が
ら
な
い
綿
製
品
を
取
扱
う
こ
と
に
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
と
い
わ
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
茶

・
絹
に
劃
す
る
通
過
税
に
は
注
意
を

(

九

〉

掛
っ
て
い
た
。
新
た
な
産
金
の
寅
施
な
ど
、
長
江
流
域
の
通
過
税
の
増
加
に
劃
し
て
は
、
徴
税
に
鷹
ず
る
公
行
的
な
濁
占
躍
を
清
朝
現
地
嘗
局

(

η

)

 

上
海
駐
在
の
一
商
社
は
な
お
さ
ら
神
経
を
尖
ら
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
情
況
を
背
景

100 

60 

が
組
織
す
る
と
い
う
風
聞
も
あ
り
、

77 

に
、
既
存
の
内
地
遁
遇
税
を
認
め
て
い
た
「
麿
止
論
」
と
は
逆
に

「
存
績
論
」
は
港
か
ら
内
地
に
向
か
う
考
え
方
で
あ

っ
た。

ジ
ャ
1
デ
ィ

ン
・
マ
セ
ス
ン
一
商
舎

Q
R仏
E
P
ζ
2
7
2
3
h
v
の
O
)

を
始
め
と
す
る
一
商
人
た
ち
は
、
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第 3表 外園人税務司制度設立以後の上海の貿易 (1854年7月12日より〉

(車位:1，000雨〉

験 入

計 || 再(~検ぶ出) I 韓年 次 出

般 アヘン メ口L 

1855 (-6/31) 3，508 9，113 12，621 24，549 I 

1856 (-6/30) 6，492 11，529 18，022 23，427 

1856 (-12/31) 5，190 5，571 10，761 20，530 

1857 15，863 14，253 30，116 33，344 

1858 19，017 15，822 34，839 30，624 

1859 20，635 15，397 36，032 2，900 36，671 

1860 26，226 14，857 41，083 11， 752 31， 364 

出典二 IUPBPP.，Vol. 6， Commerczal Reports from Her Majesty's Consuls in 
China， 1862-1864， p.61 (277). 
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我
々
は
、
関
税
管
理
委
員
舎
公
切
S
E
o同
匂

OHo-mロ
ゲ
忍
2
5
6
が
現
在
の
朕
況
に
お
い
て
は
関
税
を
公
卒
に
賦
課
し
、

の
権
利
を
保
護
で
き
る
唯
一
の
制
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
閣
下
(
バ
ウ
リ
ン
グ
)
に
は
、
こ
の
制
度
を
他
港
に
擦
大
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
再
考
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
か
つ
ま
た
、
〔
清
朝
〕
政
府
の
官
吏
が
上
海
市
場
に
集
中
す
る
産
物
に
賦
課
徴
牧
し
て
い
る
と
い
わ
れ

(
向
日
)

る
規
定
外
の
遁
遁
税

(
S
H
E
吋

g
ロ
Z
E
t
a〉
を
調
査
さ
せ
る
よ
う
閣
下
に
依
頼
す
る
も
の
で
あ
る
。

公
正
な
一
商
一
人

上
海
港
か
ら
何
ら
か
の
抑
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
方
針
が
、
外
園
人
税

務
司
制
度
の
他
港
へ
の
導
入
、
即
ち
そ
の
存
績
と
並
ん
で
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
雨
者
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
不
可
分
の
も

の
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
関
連
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
差
金
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
特
質
は
、
江
海
新
聞
に
お
け
る
在
来
の
徴
税
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
、
課
税
額
と
徴
税
額
と

そ
こ
に
不
正
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
南
京
篠
約
締
結
以
来
の
懸
案
で
あ
っ

た
内
地
遁
過
税
に
劃
し
て
も
、
こ
う
し
た
徴
税
機
構
の
規
制
化
と
い
う
機
能
を
利
用
し
、
倹
約
港
か
ら
商
品
の
運
搬
ル

l
ト
に
、
沿
っ
て
内
地
の

税
関
に
も
及
ぼ
し
、
清
朝
官
吏
の
恋
意
的
と
も
思
わ
れ
る
徴
税
に
一
定
の
枠
を
設
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
は
嘗
然
あ
り
う
べ
き

を
正
確
に
お
さ
え
、

- 79ー

護
想
で
あ
っ
た
。

ロ
バ
l
ト
ス
ン
が

こ
う
し
た
遁
過
税
は
、
巌
正
な
改
定
を
要
し
、

い
っ
た
ん
公
正
な
税
率
が
決
定
さ
れ
た
な
ら
、
験
出
入
の
際
に
海
関
税
と
同
時
に
課
税
徴

牧
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
逼
遁
税
が
〔
篠
約
港
よ
り
内
地
で
〕
前
排
い
(
包

gs与
さ
れ
る
の
を
規
制
す
る
方
法
は
難
題
で
あ

(
丸
)

る
。
清
朝
の
官
吏
は
こ
う
し
た
問
題
で
は
信
用
で
き
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
存
療
論
」
に
頴
現
し
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
江
海
新
聞
に
お
け
る
外
園
人
税
務
司

制
度
と
い
う
組
織
は
、
そ
の
巌
格
な
徴
税
と
い
う
機
能
の
た
め
に
、
稔
出
入
貿
易
と
内
地
流
通
と
の
結
節
黙
と
し
て
の
上
海
を
め
ぐ
る
上
述
の

よ
う
な
逼
商
情
況
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
一
隅
州
の
徴
税
機
構
の
上
海
化
↓
外
園
人
税
務
司
制
度
の
全
傑
約
港
適
用
↓
そ
の
存
置
↓
内
地
通
過

79 

税
の
規
制
化
、

と
い
う
設
展
性
が
興
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



80 

外
園
人
税
務
司
制
度
の
存
麿
相
封
立
し
て
い
た
論
議
は
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
篠
約
交
渉
に
よ
っ
て
一
躍
の
決
着
が
つ
け
ら
れ

た
。
一
八
五
八
年
に
、
こ
の
制
度
の
全
保
約
港
へ
の
導
入
(
通
商
一
章
程
善
後
僚
約
第
一

O
傑
)
と
子
口
牢
税
の
設
置
(
天
津
脇
陣
約
第
二
八
像
、
通
商
章

(

万

)

程
善
後
燦
約
第
七
傑
)
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

「
存
績
論
」
の
考
え
方
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
税

務
司
出
身
の
ウ
ェ
l
ド
(
、
H
4
5
5
2
F
E
n
-目
当
白
色
。
)
や
レ
イ
(
図
。
門
田
巳
D
Z
長
S
C
5
が
通
語
官
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
交
渉
嘗
局
の
責
務
を
措

(
祁
〉

っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
結
果
は
む
し
ろ
嘗
然
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
嘗
局
の
立
場
は
必
ず
し
も
一
商
人
た
ち

と
同
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
外
園
人
税
務
司
制
度
支
持
は
、
清
朝
支
持
政
策
と
い
う
方
針
、
篠
約
港
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
こ
で
の

(

作

)

逼
商
秩
序
を
維
持
し
、
外
園
一
商
人
に
よ
る
篠
約
権
利
の
濫
用
を
統
制
す
る
、
と
い
う
方
針
の
一
環
と
し
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
外
園
側
の
動
向
に
射
し
、
清
朝
側
の
意
向
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
天
津
僚
約
の
交
渉
は
、

上
海

と
江
海
新
開
と
い
う
場
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
ウ
ェ
l
ド
や
レ
イ
は
レ
う
ま
で
も
な
く
、
清
朝
側
も
交
渉
の
中
心

(

河

)

な
か
ん
ず
く
上
海
道
蓋
の
蒔
換
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
前
節
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
軍
費
と
し
て
の
公
的
な

は
上
海
嘗
局
、

- 80ー

そ
の
存
置
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
あ

(
乃
)

「
夷
税
の
ほ
か
に
は
、
別
に
調
達
で
き
る
税
牧
が
な
い
」
と
い
う
江
蘇
巡
撫
士
口
爾
杭
阿
の
言
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
聞
の

事
情
は
窺
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
越
の
よ
う
な
一
帽
州
で
の
茶
職
出
の
情
況
、
加
え
て
、
寧
波
で
の
全
く
規
制
の
な
い
米
糧
の
搬
出
に
よ
っ

て
、
上
海
の
貿
易
が
南
港
に
奪
わ
れ
、
江
海
闘
の
夷
税
が
減
牧
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
に
至
っ
た
。
「
五
港
の
徴
税
に
参
差
が
な
く
な
れ
ば
、

(
初
)

〔
上
海
の
〕
夷
税
も
日
毎
に
短
紬
す
る
こ
と
は
な
く
な
ろ
う
」
と
い
う
彼
ら
の
見
解
は
、
上
海
の
外
園
一
商
人
の
「
存
績
論
」
と
の
一
致
し
た
側

税
牧
調
達
が
急
務
と
な
っ
て
お
り
、
外
園
人
税
務
司
制
度
の
税
牧
確
保
と
い
う
機
能
の
ゆ
え
に
、

っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、

面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
北
京
の
闘
税
金
克
と
い
う
命
令
に
頑
強
に
抵
抗
し
て
ま
で
、
上
の
篠
約
の
諸
規
定
を
受
け
入
れ
た
の
で

(
m
m
)
 

あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
雨
者
の
利
害
が
全
く
一
致
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
存
績
論
」
に
お
い
て
規
制
す
べ
き
と
さ
れ
た
内
地
通
過
税
に

は
嘗
然
壷
金
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
劉
し
、
上
海
嘗
局
は
、
税
牧
が
増
加
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
内
地
よ
り
港
で
の
遁
過
税
徴
牧
を



歓
迎
し
た
。
例
え
ば
、
第
一
節
で
言
及
し
た
三
関
紙
税
は
、
も
と
の
北
新
・
積
州

・
太
卒
三
闘
に
援
還
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
子
口
傘

(
匂
)

税
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
軍
費
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
麓
金
に
至
つ
て
は
、

い
っ
た
ん
中
園
一
商一

人
の
所
有
に
揖
附
し
た
商
一
品
は
抽
蓬
の
劉
象
と
な
る
べ
く
、

(
回
〉

も
あ
え
て
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
表
面
的
に
は
合
意
に
達
し
た
は
ず
の
「
存
績
論
」
は
、
す
で
に
深
刻
な
矛
盾

「外
園
一
商
人
と
は
関
わ
り
が
な
い
」
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
在
華
嘗
局

を
苧
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。お

わ

り

以
上
、
上
海
に
お
け
る
夷
税
徴
牧
機
構
の
形
成
、
外
聞
人
税
務
司
制
度
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
の
江
海
新
開
徴
税
機
構
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、

外
園
人
税
務
司
制
度
か
ら
洋
閥
へ
の
護
展
の
契
機
と
な
っ
た
燦
約
規
定
の
成
立
ま
で
の
過
程
を
跡
さつ
け
て
き
た
。
お
わ
り
に
そ
の
聞
に
明
ら
か

さ
ら
に
若
干
の
補
足
を
加
え
て
お
き
た
い
。

に
し
え
た
こ
と
を
ま
と
め
、

- 81ー

ま
ず
、
開
港
蛍
初
の
上
海
で
は
、
車
勺
海
闘
の
奮
公
行
制
度
に
類
似
し
た
徴
税
方
式
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
ま
も
な
く
賓
施
が
不
可
能

に
な
り
、
夷
税
を
匿
別
し
た
新
た
な
徴
牧
機
構
が
形
成
さ
れ
た
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
徴
税
機
構
で
は
税
関
吏
と
納
税
者
の
多
く
は
贋
東
人
で

あ
り
、
雨
者
が
直
接
に
交
渉
し
た
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
密
轍

・
脱
税
が
醸
成
さ
れ
た
。
こ
の
弊
害
を
防
止
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
外
園
人
税

務
司
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

こ
の
制
度
は
、
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
夷
税
徴
牧
機
構
の
一
部
と
し
て
存
在
し
、
合
法
的
な
課
税

・
巌
格
な
徴
税
と
い
う
機
能
を
補

っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
通
商
的
な
線
貼
か
ら
設
け
た
こ
う
し
た
機
能
も
、
清
朝
側
に
財
源
的
見
地
か
ら
讃
み
換
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
外
園
人
税
務
司
制
度
は
、
い
わ
ば
整
方
の
媒
介
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
研
究
で
し
ば
し
ば

い
わ
れ
る
開
税
行
政
権
の
奪
取
と
は
一
概
に
結
論
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
見
解
と
劃
立
す
る
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
氏
の
枠
組
に
も
問
題

一
八
五

0
年
代
初
頭
の
上
海
の
「
贋
東
化

2
2
S
E
E
-
g
)」
、
そ
れ
を
克
服
し
た
僚
約
園
協
力
韓
制
の
形
成
の
所
産
と
し

81 

が
あ
る
。

氏
は
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(

倒

)

「法
の
支
配
」
寅
施
の
主
僅
と
し
て
の
外
園
人
税
務
司
制
度
の
設
立
、
と
い
う
推
移
を
想
定
し
て
レ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上

海
で
徴
税
や
通
一
商
に
矯
わ
っ
た
人
的
な
側
面
は
と
も
か
く
、
彼
ら
の
依
接
し
た
機
構
に
限
っ
て
い
え
ば
、

て
の
、
『み，

d: 

fこ、

「贋
東
化
」
は
す
で
に
四

0
年
代
で

終
荒
し
て
い
た
か
ら
、
外
園
人
税
務
司
制
度
は
そ
の
克
服
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、

ま
た
、
少
な
く
と
も
設
立
嘗
初
は
、
清

朝
的
な
憧
制
と
相
い
封
す
る
睦
制
の
象
徴
で
も
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
外
闘
人
税
務
司
制
度
が
全
篠
約
港
に
導
入
さ
れ
、
内
地
関
税
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
制
度
の
巌
格
な
徴
税
と
い
う

機
能
が
、
中
英
聞
の
通
一
商
に
お
け
る
上
海
の
中
心
港
化
と
い
う
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
は
、

通
商
に
掲
わ
る
外
園
一
商
人
、
彼
ら
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
蛍
局
、
お
よ
び
財
源
の
確
保
に
努
め
る
清
朝
上
海
営
局
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑

が
あ
っ
た
。
洋
開
の
成
立
の
契
機
、
す
な
わ
ち
天
津
燦
約
の
諸
規
定
は
、
そ
れ
ら
の
利
害
が

一
致
し
た
と
こ
ろ
に
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

そ
う
し
た
規
定
の
履
行
や
解
障
に
お
い
て
全
く
矛
盾
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
貫
際
に
清
朝
側
が
篠
約
港
で
洋
闘
を
設
け
る
に
あ

(
白
山
)

た
っ
て
組
税
務
司
の
任
命
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
と
り
わ
け
内
地
通
過
税
の
取
り
扱
い
を
め

か
し
、

- 82ー

ぐ
っ
て
深
刻
化
す
る
矛
盾
は
、
外
園
側
の
内
地
市
場
へ
の
進
出
と
い
う
通
一
商
的
な
側
面
に
止
ま
ら
ず
、
清
朝
の
中
央
と
地
方
の
財
政
的
利
害
と

(
U
m
)
 

も
関
わ

っ
て
、
綿
税
務
司
成
立
後
、
念
速
な
機
構
的
膨
張
を
途
げ
る
洋
闘
の
位
置
と
性
格
を
規
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

。略 註
言鋭

内

】

U白
円

]U
5
0ロ
S
C、
可

由

也

市

円

♂

〈

U
7
5
p
AFN〈
。

-m・

2〈

UK
--

同

3tb
角。、
s
hr.2
河
内
RNA-

(
1
〉
本
稿
で
用
い
て
い
る
「
洋
関
」
と
い
う
語
は
、
〔
中
園
〕
海
関
の
俗

稀
で
あ
り
、
正
確
に
は
や
は
り
「
海
開
」
と
稽
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う

〈徐
珂
撰
『
清
稗
類
妙』
、
度
支
類
、

「
海
閥
常
関
」
)
。
だ
が
、
む
し

ろ
常
関
の
範
崎
町
に
入
れ
る
べ
き
清
初
以
来
の
毘
7
闘
・
新
・
江
の
四

「海
開
」
と
の
概
念
上
の
混
同
(
例
え
ば
、
意
慶
遼

「試
論柏崎
片
戦
争

〈

UY
M
E

〔同ヨ
宮
同
区
一〕

玄
R
E
Bぬ
の
g
gヨ
∞・
(〔

は
一
九

一一

年
以
前
)

。go岡
山
]
の
D
円
同
町
印
唱
。

E
g
n
p
の
Y
5
p
(
H
∞H印
ll
H呂
町
〉・

何
百
ゲ
印
回
目
可

mwロ
仏
〈
リ
0
ロ
凹

Z
F
H
〉

H
n
E〈
冊
目
、
。
。
門
叶
巾
的
司
。
ロ
与
問
ロ
ロ
タ

ω。
江
開

m
H
.
H
∞ωAF--H申
NN.

」
「
〔
」
』

M
旬、、
-一HH尻町
M
Cロ
2
2
3
q
HM目
的
♂
〉
HOωω
E
EB
ωmW1
2
・
切
立
巴

ωロ

H
1
0

H
吋
い
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∞
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前
的
中
園
海
関
」
、
同
『
稽
房
論
史
文
編
』
、
一
繭
建
人
民
出
版
社
、
一
九

八
四
年
、
所
枚
、
参
照
〉
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
、
一
八
五
四
年
か
ら

五
九
年
ま
で
の
上
海
の
外
園
人
税
務
司
制
度
と
制
度
と
し
て
の
区
別
を

明
確
に
す
る
た
め
、
全
脇
陣
約
港
に
設
け
ら
れ
、
総
税
務
司
を
長
と
す
る

機
関
に
限
定
し
て
、
あ
え
て
「
洋
関
」
と
し
て
い
る
。
や
や
怒
意
的
な

概
念
操
作
か
も
し
れ
な
い
が
、
抽
出
め
ご
了
解
願
い
た
い
。

(

2

)

そ
う
し
た
情
況
の
一
斑
は
、
飯
島
渉
「
『
中
園
海
開
研
究
首
次
園
際

研
討
曾
』
(
香
港
大
皐
)
に
つ
い
て
」
『
近
き
に
在
り
て
』
第
一
五

鋭
、
一
九
八
九
年
、
同
「
中
園
海
閥
史
第
二
次
図
際
単
術
研
討
曾
参
加

記
」
向
上
書
、
第
一
八
続
、
一
九
九

O
年
、
参
照
。
な
お
本
稿
は
、
後

者
の
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
、

慶
門
大
塵
で
の
中
園
海
闘
史
第
二
次

園
際
皐
術
研
討
曾
(
一
九
九

O
年
八
月
)
に
お
け
る
報
告
「
洋
閥
的
建

立
」
に
大
幅
な
加
筆
と
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
に
際
し、

特
に
第
一
節
の
内
容
に
関
し
て
、
裁
一
峰
氏
よ
り
有
盆
な
意
見
が
寄
せ

ら
れ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。

(

3

)

出
-HW・玄
O同
印
巾
・
同
3pawHW同町内
w・3hHHSENhhawhbH3ミ
柄
。
¥
H
F内

の
と
宮
崎
偽
同
町
宮
、
刊
誌
・

2oz--ω
宮
ロ
m
z
r
伺
円

n・・
5
H
0・
5
5・
8
同y

〈。
--N-
署
-
H
J品∞・

ω
回り・
t
弓

H
-
m
F
同
h
q
H
S札
Hbぬ
の
と
ミ
崎
町
内
E
-

Hロ
ヨ
伊
国
巳
P
2・
5
印
。
・
同
・
阿
ハ
・
明
白
FHEロ
}
♂
同
3
2札
。
。
苦
凡

UNV向。.

苦ぬ円い宅。誼

HFぬ
の
F
S
A
H
(川
g
R
h
H
t
O
K守

g
s
a向。」
J

E
吋
ミ
ミ
旬

、
。
ミ
h
H
E
M
-』
白
民
日
S
F
H
L
-
H
u
g
-
金
城
正
篤
「
一
八
五
四
年

上
海
に
お
け
る
《
税
務
司
》
の
創
設
|
|
南
京
篠
約
以
後
の
中
英
貿
易

と
税
務
司
創
設
の
意
義
|
|
」

『東
洋
史
研
究』

第
二
四
巻

一
鋭
、
一

九
六
五
年
、
銚
賢
鏑
「
第
一
次
鴻
片
戟
争
後
中
園
海
開
行
政
権
喪
失
述

略
」
『
社
曾
科
皐
戟
線
』
一
九
八
三
年
第
三
期
、
陳
詩
磨
「
中
園
近
代

海
閥
的
起
源
和
創
建
」
、
同
『
中
園
近
代
海
関
史
問
題
初
探
』
、
中
園
展

望
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収
、
狂
敬
虞
『
赫
徳
輿
近
代
中
西
関

係
』
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
頁
一
一
一
一

J
五
七
、
李
祭
昌
「
奮

上
海
的
江
海
関
」
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
資
料
』
刷
、
上
海
社
禽
科

同
学
院
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
な
ど
参
照
。

(

4

)

の
云
の
・
・
口
同
llp向回目
nm--gnoE印
ωmHぽ
P
Z
0・
8
u
M
3
3
b
H符
hw

。。去、
S
H
N
S
F
ミ円
--Fミ
言
語
語
。
r
.
E
H
b昌
弘
、
。
立
命
誌
匂
H
Q
H
3

N
E
r
-
-
ω
}戸田ロ
m
E
F・
5
0∞
-
〈
o--YH)・自由・

(
5
)

註
(

3

)

所
掲
の
諸
文
献
、
並
び
に
、
』
・
同
-
H
1
2
r
s
r・
2

吋
宮

F
E
E
O
D
Oご
宮
司
OHO-四
ロ
ゲ
名
目
ロ
仲
良
印
4
E
5
5
2
1
5印印一

曲。
r印刷
》
門

2

5
岳
町
何
回
ユ
可
出

5
0
4
0間
同

y
o
Hロ
凹
』

u
m
n
Z
E
R
え

の
g
g
B目
見

ω
Eロ伺
E
r
w
w
N〈白語、即応民句。円
N
Q
h
b昌
弘
同
町
S
。
苦
吟

p
h
aミ
q
N
H
〈
o
-
-
P
2
0・
r
H
u
g
-
拙
稿
「
清
末
に
お
け
る
線
税

務
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
東
洋
皐
報
』
第
七

O
巻
一
・
ニ
銃
、
一
九

八
九
年
、
参
照
。

(

6

)

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
経
済
史
の
領
域
で
通
商
・
流
通
・
金
融
、

地
波
市
場
の
問
題
か
ら
洋
関
と
常
関
・
益
金
と
の
関
わ
り
に
読
き
及
ん

で
い
る
業
績
と
し
て
、
潰
下
武
志
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
|
|
清
末

海
閥
財
政
と
開
浴
場
市
場
圏
|
|
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
、
を

翠
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
い
え
ば
、

氏
の
立
論
の
一
つ
の
基
礎
を
な
す
「
常
闘
に
倣
っ
て
海
開
(
洋
関
)
が

設
置
さ
れ
た
」
(
頁
一
九
一
一
)
と
い
う
設
は
、
関
税
徴
収
の
背
後
に
存

在
す
る
地
域
市
場
関
係
か
ら
演
縛
さ
れ
た
作
業
仮
設
で
あ
り
、
そ
れ
と

も
深
い
連
関
が
あ
る
は
ず
の
制
度
・
機
構
と
い
う
観
黙
か
ら
は
必
ず
し

も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
洋
関
・
常
関
・
鐙
金
局
の
相
互
関
係

- 83ー
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(
頁
一
一
一
七
、
三
四
八
J
九
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
形
成
ま
で
は
燭
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
黙
に
筆
者
が
改
め
て
取
り
上
げ
る
徐
地
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(

7

)
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与
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O
P
H∞宏司

3
・2
1
8・

な
ど
参
照
。
南
京
傑
約
以
前
の
庚
東
貿
易
に
つ
い
て
の
論
考
は
、

周
知

の
よ
う
に
枚
壌
に
暇
な
い
が
、
手
頃
な
も
の
と
し
て
、
坂
野
正
高

『近

代
中
園
政
治
外
交
史
|
|
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で

|

|
』、
東
京
大
祭
出
版
禽
、
一
九
七
三
年
、
頁

一
一
一
九

1
一一一一七、

な
ど
を
併
照
。
な
お
、
以
上
の
公
行
一
商
人

・
保
需
聞
を
中
心
と
す
る
篠
約

前
後
の
琴
海
闘
の
徴
税
機
構
と
そ
の
愛
遜
に
つ
い
て
は
、
近
く
別
稿
で

検
討
す
る
橡
定
で
あ
る
。

(
8
)

の
ロ
向
。
・
。
、
・
円
NHJ
宅

5
0
1
5
r
H
S
J
H由
寸

w
N
S

(

9

)

そ
う
し
た
傾
向
は
、

『器
時
緋
夷
務
始
末
』
な
ど
を
通
観
す
れ
ば
容
易

に
看
取
で
き
よ
う
が
、
さ
し
あ
た
り
、
坂
野
正
高
「
ア
ヘ
ン
戟
争
後
に

お
け
る
最
悪
園
待
遇
の
問
題
」
、
同
『
近
代
中
圏
外
交
史
研
究
」
、
岩
波

書
庖
、
一
九
七

O
年
、
頁

一
四
J
二
O
、
を
参
照
。

(川
山
)
欽
差
大
臣
雨
江
総
督
者
英
等
の
上
奏
(
道
光
二
三
年
七
月
丁
巴
附
)
、

『
簿
塀
夷
務
始
末
』、
道
光
朝、

巻
六
七
、

頁
四
0
1四
て

此
後
関
祈
江
蘇
所
収
嘆
暗
痢
等
西
洋
各
図
貨
税
、
皆
由
男
省
分
出
。

就
専
海
一
関
而
論
、
税
数
錐
難
克
於
精
細
、
而
統
五
間
開計
之、

彼
此

互
相
抱
注
、
必
首
絞
往
年
有
一
風
無
紬
。

・:・

庖つ
海
開
如
有
徴
不
足

数
、臨
服
務
暫
於
一
踊
州

・
慶
門

・
寧
波

・
上
海
四
関
所
徴
西
洋
各
園
貨

税
内
、
簸
補
足
数
、

創
由
各
海
開
径
自
報
援
。
其
額
外
蔵
品齢
、
各
錫

各
閥
、
優
枚
億
解
。

(
江
)
「
酌
定
善
後
燦
約
摺
」
『
欽
差
大
臣
伊
香
在
贋
東
奏
曲
叶
夷
務
一通一商一
事

宣』
、
中
園
史
民
平
曾
主
編
『
第
二
次
鴻
片
戦
争
』
付
、

上
海
人
民
出
版

社
、
一
九
七
八
年
、
所
枚
、
頁
三
七
、

所
有
本
年
上
海
等
四
日
開
市
以
後
、
所
征
西
洋
各
園
税
銀
、
感
興
鼠勺

海
開
一
鐙
、
以
道
光
二
十
四
年
正
月
二
十
五
日
篤
裁
数
之
期
、
将

征
収
数
目
指官
舎
毎
海
開
査
照
。

ま
た
、
一
崎
州
終
軍
粂
管
闘
海
閥
壁
昌
の
奏
片
(
道
光
二
四
年
三
月

一
五

日
付
〉
、
蒋
延
献
編
『
慾
緋
夷
務
始
末
補
遺
』、
北
京
大
塵
出
版
社
、
全

九
加
、
一
九
八
八
年
、
道
光
朝
第
三
加
、
頁
九
四
三
、
も
参
照
。
さ
ら

に
、
鼠
勺海
開
監
督
曾
維
の
上
奏
〈
威
塑
元
年
正
月
初
七
日
付
)
、
向
上

書
、
成
盟
朝
第
一
一
加
、
頁
二
二
、

道
光
二
十
三
年
更
完
税
務
章
程
曾
奏
案
内
撃
明
、
一
階
州
・
慶
門
・
寧

波

・
上
海
四
慮
海
関
所
征
夷
税
、
統
錦
略
海
開
奨
核
具
奏
。

(
臼
〉
雨
康
総
督
番
英
等
の
奏
片
(
道
光
二
六
年
九
月
初
四
日
附
)
、
向
上

官官
、
道
光
朝
第
四
加
、
頁
三

一
七
J
一一一一

八、

至
夷
商
赴
関
納
税
、
亦
輿
華
商
・過
不
相
向
。
・・・

奮
例
係
由
洋
商
代

絵
、
而
新
例
則
由
各
夷
領
事
査
明
貨
色
、
時
柑
慮
交
銀
若
干
経
報
海

関
、
一
面
按
卯
赴
銀
競
照
数
完
納
。
如
有
完
不
足
数
、
統
由
領
事
権
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保。

(
日
〉
欽
差
大
臣
南
江
総
督
番
英
等
の
上
奏
(
道
光
二
三
年
七
月
了
巳
付
〉
、

『
饗
緋
夷
務
始
末
』
、
道
光
朝
、
巻
六
七
、
頁
四
四
、

凡
内
地
客
筒
、
販
運
湖
紙
、
前
赴
一
描
州
・
慶
門
・
寧
波
・
上
海
四

口
、
奥
西
洋
各
園
交
易
者
、
均
査
明
赴
鼠
一路
程
、
少
過

一
関
、
町
在

卸
貨
関
口
、
補
納
一
関
税
数
、
再
准
貿
易
。

(
M
〉
町
O
N
N
∞¥ω
ゲ
切
丘
町
O
C
円円
O
H
M
0
5
ロ
m
m
p
Z
0
・
に
憎
む
開
口
・
∞
-
H
∞品
ω
・

江
蘇
巡
撫
孫
善
賓
の
上
奏
(
道
光
二
三
年
一
一
月
丁
丑
付
)
、
『
響
曲
耐

夷
務
始
末
片
道
光
朝
、
巻
七

O
、
頁
二
三
、

一
該
領
事
恐
紙
債
増
昂
、
向
該
道
等
述
及
欲
見
臣
、
面
求
篤
捕
特
奏
母
庸

補
納
。
一
該
道
等
以
定
章
難
以
更
改
、
向
其
回
覆
。
該
領
事
即
無
僻
而

退。

(
日
)
明
O
N
N
∞¥ω
ゲ
切
丘
町
D
C
同門
C
H
U
0
5
2閃
2
・
2
0
∞・
己
-
H
M
-

ロ
巾口・由-

N
H
・]戸∞
AHω
・

(日
)

F

E・

(口
)

m
，
O
N
N
∞¥ω
ケ
ロ
由
民
0

5

S
旬。耳目口問問
F
Z
0
・N
N
・
7
白血
H
-
N
P
H
∞
企
-

(
凶
〉
町
O
N
N
∞¥ω
ゲ
回
丘
町
O
E
円円
o
-
u
o
門巴口四四円・

2
0
・H
N
切
り
2
・N
H
-
H
∞品川山・

(
国
)

m
，

O
N
N
∞¥
H
N
P
H
N
o
r
m『
Z
D
ロ
件
。
∞
O
ロ
r
白g
-
Z
0
・印・

L

『白ロ
-
N
0
・

]
F

∞印
H

・

(
却
〉
問
。
N
N
∞¥由
hp

切と同
O
C
H
-
S
U
号、
5

2

0

H
∞
"
問
。
-v-N
品-
H
∞AHm山・

。
・円
曲
ロ
ロ
百
四
伶

ω・の
D
ロロロ
m-

叫

3
b
内
町
古
。
ミ
。
¥
旬
、
vaミ
h
E
F

ω
一凶曲口問}】釦
r

H
由NH
・同》・品。品・

(幻
)

m
，

C
N
N
∞¥由
AF

∞丘町
D
E
H
S
0
5よ
♂

z
o
p
H
∞・町一
y

デ角田可

H
A
p
-
∞品目・

(
幻
)
円
、
白
ロ
ロ
5
m
h
w

の
。
己
5
m
・。、・

2.H
・・句・品。印・

85 

司
m
σ
-
MAF

(幻〉

N
q
h
v匂旬
UNu--

〈
D戸

8
・
HN
ミ
5

4
柄
。
¥
H
F
魚
川
吋
、
anH向。」司

HFaw

て
お
コ
。
E
H
U。
ミ
刷
。
¥
n
F
3
n
N
・」「。、

HFaw

ぺ2
3

』
詮
可
。
潟
、
同
白
恥
白
・

目u・2
2

企
)
・
】
・

ω
g
H
門y
叫

d
g
ミ
足
出
品
、
h
s
n
b
S
F
H
F
内

、町内》』守町内
-
H
b
a
w

河内
hvhwhh-b
滋
札
志
向
〉
向
。
沼
札
ぬ
ミ
苫
hw

開品目ロゲロ
Hmy-

-∞

8
・目】同
y
H
H
O
J
H
H
F
J
円O
H
M
-
q
E
m
E
白0
・同
JF
向
。
。
昔、

g札。
w-N.浩

之
S
R
2
3
H
干
の
S
E
w
-
ほ
の
』
FNWNRHH
凶
コ
.
丸
町
内
ど
H
E
言
語

h
b
h
h
b
吉凶

モ
2
・

(
U

曲
目
可
E
m
P
冨
目
的
印
J

H

由
斗

0

・
百
-alg-

(
川

A

〉
明
O
N
N
∞¥由
hp

回丘町
O
ロH
S

U
E
、2
・
2
0
・H
∞
"
町
内
寸
-
NAF

H
∞島市山・

(
お
)
護
理
雨
江
総
督
江
蘇
巡
撫
孫
善
賓
等
の
上
奏
(
這
光
二
四
年
三
月
一

九
日
付
)
、
蒋
廷
献
編
前
掲
書
、
道
光
朝
第
三
船
頁
九
四
五
、

至
上
海
大
開
設
立
上
海
小
東
門
外
、
向
係
査
験
内
地
商
船
、
各
該
船

即
在
関
前
分
務
停
泊
、
葱
輿
外
夷
通
商
、
未
使
令
其
停
泊
一
慮
、
致

滋
擁
暗
開
。
経
該
道
勘
定
離
関
二
里
路
之
揚
淫
浜
以
北
新
設
盤
験
所
一

庭
、
一
尋
査
各
閣
商
船
貨
税
。

(
お
)
『
同
治
上
海
豚
士
山
』
、
巻
二
、
頁
一
八
、

新
開
在
北
門
外
頭
域
南
面
浦
。
道
光
二
十
六
年
巡
道
宮
慕
久
建
、
専

司
西
洋
各
圏
一
商
船
税
務
。

(
以
下
割
註
)
先
是
止
於
洋
淫
浜
北
設
盤

験
所
、
至
是
始
解
字
、
並
設
南
北
未
、
以
資
稽
察
。

た
だ
し
、
新
開
設
立
の
年
が
果
た
し
て
一
八
四
六
年
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
な
お
疑
問
が
残
る
。
者
ユ

m
F
4・円
N.F-
司

-a
は
、
こ
れ
を

一
八
四
五
年
と
し
て
お
り
、
ま
た
、

湯
志
鈎
主
編
『
近
代
上
海
大
事

記
』
、
上
海
辞
書
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、
頁
二
四
所
引
の
「
上
海
租

地
章
程
」
(
こ
れ
ま
で
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
残
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て

い
た
)
の
文
中
に

「
新
関
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
基

づ
い
て
で
あ
ろ
う
か
、
同
書
、
頁
二
五
で
は
、
『
同
治
上
海
豚
士
山
』
に

- 85ー
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Ａ STUDY ON THE ORIGINS OF THE CHINESE

　　　　　

IMPERIAL MARITIME CUSTOMS

Okamoto Takashi

　　

Most of the previous studies on the establishment of the　Chinese

Imperial Maritime Customs have been pursued in the light of diplomatic/

treaty

　

relations between　China　and the West。　In　this　paper, more

importance

　

is

　

attached

　

to

　

the

　

duty-collecting system　of the　maritime

custom under Sino-British　commercial relations at Shanghai since the

opening of the treaty ports｡

　　

The custom-house authorities at Shanghai made an attempt at levying

yishui夷礼the duties on Western trade at four ｎｅｗly opened ports,

through the intermediary of Chinese brokers such as pre-treaty Co-hong.

Such ａ system, however, broke down owing to change in 由ｅ mode of

transactions at Shanghai before long. In the meantime, the χinguan新開

(lit. new ｃｕｓtｏｍ｡hoｕsｅ）ｗhichhad control entirely over Western trade

was established there.　That was the　beginning of separation of the

‘foreign' customs from the native ones.　The foreign inspectorate of

customs

　

at

　

Shanghai, created　in　1854, did not　reform　the　χinguan

establishment root and branch, but merely regulated its corruption which

facilitated evasion of duties. In some foreign merchants' opinions, Anglo-

Chinese direct trade centered at Shanghai, consisting of bartering tea

and silk for British manufactures, would be undermined without intro-

duction of the foreign inspectorate at the other ports, especially at Fuzhou

where

　

tea

　

ｅχports

　

had

　

rapidly

　

increased. Furthermore, the　British

maintained that the function of the　inspectorate　should　be　applied　to

barriers in the interior for the prevention of seemingly arbitrary levies

there. The Qing authorities at Shanghai accepted these claims from 丘seal

point of view. The formation of the various features of the ‘foreign'

customs is based on the above process.

- ３－


