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清
末
民
園
と
瞳
税

岡

本

隆

司

は

じ

め

に

一
義
和
圏
賠
償
金
と
盤
税

ニ
辛
亥
革
命
と
善
後
借
款

三
堕
務
稽
核
所
の
設
立
と
役
割

四

盤

徐

と

裁

留

お

わ

り

に
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t士、

じ

め

盟
の
専
賓
が
中
園
史
を
通
じ
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
お
り
、

し
か
も
は
な
は
だ
理
解
し
が
た
い
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
す
で
に

し
た
が

っ
て
そ
れ
に
射
す
る
研
究
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
一
つ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

盟
政
の
重
親
で
あ
る
。
こ
こ
で
盟
政
と
い
う
の
は
、
瞳
の
生
産
・
流
遁
・
消
費
の
統
制
、
そ
こ
に
く
み
こ
ま
れ
た
具
瞳
的
な
税
の
と
り
た
て
か

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

た
を
さ
す
。
最
終
的
な
税
の
負
携
に
い
た
る
ま
で
に
、
納
税
者
に
く
わ
え
ら
れ
る
規
制
の
あ
り
か
た
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
そ
の
解
明
は
地

域
や
時
代
を
限
定
し
て
も
、

E
大
な
課
題
で
あ
っ
て
、
膨
大
な
努
力
が
そ
う
し
た
か
た
ち
で
注
が
れ
て
き
た
の
も
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
盟
政
が
何
よ
り
政
府
の
税
牧
を
目
的
と
し
て
い
た
の
も
、
多
論
を
要
し
ま
い
。
あ
ま
り
に
自
明
な
た
め
か
、
こ
と
さ
ら
盟
税
を
と
り
あ
げ



て
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
瞳
税
と
い
う
の
は
、
政
府
か
ら
み
た
課
税
・
税

牧
の
謂
で
、
税
の
と
り
た
て
か
た
の
原
則
、
お
よ
び
と
り
た
て
た
牧
入
の
位
置
づ
け
を
さ
す
。
瞳
政
と
盟
税
は
た
し
か
に
不
可
分
の
閥
係
に
あ

り
、
と
も
す
れ
ば
前
者
は
後
者
を
も
包
括
す
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
大
づ
か
み
に
い
え
ば
、
従
前
の
研
究
は
納
税
の
側
か
ら
み
る
た

い
き
お
い
個
別
の
盟
業
経
営
な
ど
、
ご
く
局
地
的
な
細
密
な
事
例
で
完
結
し
が
ち
だ
っ
た
の
に
封
し
、
瞳
税
の
ば
あ
い
、
む
し
ろ
徴
税
側

(
1〉

か
ら
み
よ
う
と
す
る
の
で
、
財
政
全
瞳
の
一
部
と
し
て
、
瞳
に
劃
す
る
税
を
ど
う
把
握
で
き
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
盟
政
が
わ
か
ら

な
け
れ
ば
、
盟
税
の
具
瞳
的
な
様
相
は
み
え
な
い
が
、
盟
税
を
閑
却
し
て
は
、
盟
政
の
全
瞳
的
な
理
解
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
に
鑑
み

て
、
本
稿
は
さ
し
あ
た
り
、
研
究
が
豊
富
で
ひ
と
と
お
り
概
念
を
つ
か
み
や
す
い
盟
政
は
、
織
り
込
み
ず
み
と
し
て
極
力
た
ち
い
ら
ず
、
盟
税

めに
重
黙
を
お
く
。
そ
し
て
時
代
的
に
み
て
、
な
お
研
究
の
手
薄
な
清
末
民
園
時
期
を
ま
ず
と
り
あ
げ
る
。
盟
政
全
瞳
に
劃
す
る
筆
者
の
み
か
た

は
、
こ
の
作
業
の
う
え
に
た
っ
て
、
後
日
あ
ら
た
め
て
提
示
し
た
い
。

手
薄
だ
と
い
っ
た
が
、
清
末
民
園
期
の
瞳
税
の
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
代
は
、
中
園
史
上
の
一
大
轄
換
期

- 85一

に
あ
た
る
。
盟
税
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
こ
の
と
き
外
園
を
も
ま
き
こ
ん
で
大
き
な
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た

(
2〉

め
、
こ
の
時
期
を
通
じ
た
盟
政
・
瞳
税
の
包
括
的
な
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
は
「
近
代
化
」
が
分
析
の
も
の
さ
し
に
な
っ

て
い
て
、
そ
の
測
定
に
適
し
な
い
と
、
掘
り
さ
げ
た
考
察
の
な
い
ま
ま
「
近
代
化
」
に
反
す
る
事
象
と
み
な
す
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
民
園
初
期
の
盟
税
牧
入
の
中
央
化
は
、
詳
論
し
て
「
近
代
化
」
に
か
な
う
と
み
る
い
っ
ぽ
う
、

そ
の
後
一
九
一

0
年
代
末
よ
り
あ
い
つ
ぐ
地

方
軍
閥
の
盟
税
裁
留
は
、

「
近
代
化
」
が
「
妨
げ
ら
れ
た
」
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
る
。

一
見
ま
っ
た
く
逆
行
す
る
こ
の
二
つ
の
事

象
は
、
異
に
相
反
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
か
。

い
ず
れ
も
同
じ
蛍
時
の
中
園
の
一
面
を
か
い
ま
み
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し

た
疑
問
が
残
る
以
上
、
盟
税
が
な
ぜ
こ
の
時
期
、
中
央
の
税
牧
と
な
る
の
か
、
な
ぜ
ま
も
な
く
裁
留
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
聞
い
に
謝

し
て
は
、

い
ず
れ
に
も
解
答
と
な
る
よ
う
な
、
整
合
的
な
説
明
を
試
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
そ
れ
を
足
が
か
り
に
、
こ
れ
ま
で
と

85 

や
や
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
盟
税
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
案
で
あ
る
。
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義
和
国
賠
償
金
と
瞳
税

清
朝
の
盟
政
は
つ
と
に

首
局
者
や
識
者
が
一
一
舟
な
ら
ず
そ
の
崩
壊
に
警
鐘
を
な
ら
し

一
九
世
紀
に
は
い
る
と
現
寅
に
改
革
が
行
な
わ

れ
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
盟
政
を
通
じ
あ
‘か
つ
て
く
る
税
牧
を
い
か
に
と
り
あ
っ
か
う
か
、

中
圏
全
韓
と

し
て
は
じ
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
清
朝
が
義
和
国
賠
償
金
を
課
せ
ら
れ
、

そ
の
額
や
支
携
い
方
法
を
列
強
と
交
渉
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
列

強
が
そ
の
有
力
な
財
源
と
し
て
盟
税
に
注
目
し
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
賠
償
金
の
支
排
い
に
用
い
る
か
、
清
朝
側
と
の
あ
い
だ
で
議
論
が

分
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
論
貼
は
、

お
よ
そ
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
賠
償
金
を
支
排
う
清
朝
の
側
の
う
け
と
め
か
た

に
印
し
て
順
に
み
て
み
よ
う
。

一
九

O
一
年
は
じ
め
、

上
海
駐
在
の
舎
糊
一
商
務
大
臣
盛
宣
懐
に
よ
る
と
、
列
強
側
は
賠
償
金
を
確
質
に
入
手
す
る
た
め
、

「漕

・
盟

・
常
税
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な
か
で
も

「盤
務
は
も
し
イ
ン
ド
に
な
ら
っ
て
官
掛
と

(

3

)

 

そ
の
負
携
を
ゅ
う
に
ま
か
な
え
る
だ
け
の
増
牧
が
あ
る
、
と
打
診
を
う
け
た
と
い
う
。
こ
れ
は
け
っ
き
ょ
く
、

列

強
の
公
式
な
要
求
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
盟
税
を
外
園
人
の
管
理
下
に
お
き
、

を
外
園
人
の
管
理
に
開
削
し
た
い
」
と
の
意
向
が
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス

・
ド
イ
ツ
か
ら
は
、

し

就
場
徴
課
す
れ
ば
」
、

「
就
場
徴
課
」
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
考
え
か
た
が
あ

っ
た
事

質
は
み
の
が
せ
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
、
清
朝
の
財
政
牧
入
の
貫
態
が
外
固
に
は
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
く
、

そ
の
ま
ま
で
ま
ち
が
い
な
く
賠

償
金
を
え
ら
れ
る
と
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
盟
税
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
嘗
時
の
牧
入
は
多
く
み
つ
も
っ
て
一
五

O
O

寓
雨
前
後
と
さ
れ
た
が
、
賓
際
に
人
民
か
ら
と
り
た
て
て
い
る
額
が
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
は
ず
は
な
く
、
列
強
か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
明
度
の

高
い
、
数
率
の
よ
い
方
法
を
と
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
一
九

O
O年
一
二
月
二
四
日
、
列
強
が
共
同
で
提
出
し
た

「
和
約
大
綱
」

の
第

六
款
に
、
賠
償
金
の
支
排
を
保
謹
す
る
た
め

「中
園
の
園
家
は
、
各
園
の
-意
に
か
な
う
理
財
の
方
法

2
2
B
g
R
Z
E
E丘
町

2
2
2宮
与
-2

(

4

)

 

唱
。

E
-
2
司

E
g
g
s
G
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
燦
件
、
が
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
文
服
に
お
い
て
で
あ
り
、

「イ

ン
ド
盟
法
」

も
そ
の
「
理
財
の
方
法
」
の
一
つ
と
し
て
、
提
示
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ド
盟
法
」
「
就
場
徴
課
」
の
採
用
は
、
盤
税
牧
入
か
ら
の
負
携
の
み
な
ら
ず
、
瞳

税
の
と
り
た
て
か
た
そ
の
も
の
の
改
獲
を
意
味
し
、
根
本
的
な
盟
政
の
改
革
に
も
つ
な
が
る
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
急
激
な
襲
革
を
も
た
ら
し
、

も
っ
と
も
清
朝
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

盟
諸一
た
ち
の
既
得
権
盆
に
も
、

重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
の
は
明
白
な
だ
け
に
、
盛
宣
懐
を
は
じ
め
清
朝
首
局
者
は
、
安
易
に
鷹
諾
を
あ
た
え

(
5〉

る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
列
強
の
意
向
に
封
し
、
同
じ
イ
ギ
リ
ス
人
で
も
綿
税
務
司
ハ
l
ト
窃
町
河
。

r
o
z
z
e
c
の
考
え
か
た
は
、
い
さ
さ
か
異
な
る
も

〈

6
〉

〈

7
〉

の
だ
っ
た
。
か
れ
は
す
で
に
日
清
戦
争
直
後
よ
り
、
自
分
が
手
が
け
た
外
債
で
、
盟
税
を
携
保
と
な
し
う
る
可
能
性
を
さ
ぐ
っ
て
い
た
か
ら
、

(
8
)
 

こ
の
と
き
具
瞳
的
な
賠
償
金
支
掛
方
法
の
立
案
に
従
事
し
た
の
を
機
に
、
そ
の
財
源
リ
ス
ト
の
筆
頭
に
盟
税
を
掲
げ
た
の
も
あ
や
し
む
に
た
ら

な
い
し
、
瞳
税
へ
の
注
目
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
列
強
と
何
ら
か
わ
り
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
ど
う
賠
償
金
に
あ
て
よ
う
と
し
た
か
は
、
お

の
ず
か
ら
別
問
題
で
あ
る
。
ハ
l
ト
の
意
見
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
、
「
第
二
女
英
濁
借
款
契
約
に
し
た
が
っ
た
現
行
の
輩
金
管
理
を
、
ひ

(
9〉

ろ
く
盟
税
に
も
お
よ
ぼ
す
こ
と
」
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
麓
金
管
理
」
と
は
、
借
款
の
携
保
と
な
っ
た
五
省
七
昆
の
百
貨
麓
金

・
盟
麓
を
洋
開

が
管
理
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
園
側
は
こ
れ
を

「税
務
司
の
代
徴
」
と
稽
す
る
が
、
洋
闘
が
手
ず
か
ら
輩
金
を
徴
牧
し
た
わ
け
で
は
な

〈

叩

)

(

江

)

ぃ
。
そ
れ
が
き
わ
め
て
困
難
な
の
は
、
嘗
初
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
貫
地
の
課
税
・
徴
牧
は
従
来
の
ま
ま
手
を
つ
け
ず
、
た
ん
に

そ
こ
か
ら
あ
が
る
牧
入
を
税
務
司
が
臨
検
し
、
外
債
の
元
利
排
い
に
あ
て
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
税
務

司
の
代
徴
」
は
寅
施
し
て
一
一
一
年
、
「
償
、
蓮
す
べ
き
額
を
ま
っ
た
く
這
え
る
こ
と
な
く
、
自
主
の
擢
に
も
損
害
は
な
か
っ
た
」
か
ら
、
賠
償
金
の

支
排
に
あ
た
り
、
盟
税
や
常
税
に
も
採
用
で
き
る
。
さ
も
な
く
ば
「
あ
ら
た
に
さ
だ
め
る
理
財
の
方
法
を
携
保
に
指
定
し
、
各
園
が
代
理
人
を

〈

ロ

〉

み
ず
か
ら
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。
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涯
遣
し
て
、

か
れ
の
い
う

「あ
ら
た
に
さ
だ
め
る
理
財
の
方
法
(
新
繁
之
理
財
緋
法
)
」
が
具
瞳
的
に
何
を
さ
す
の
か
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
上
越

87 

の
「
各
園
の
意
に
か
な
う
理
財
の
方
法
(
各
園
所
能
允
従
之
理
財
務
法
〉
」
に
劉
躍
す
る
文
言
だ
が
、
清
朝
側
の
解
穣
の
よ
う
に
、
綴
税
や
洋
税
ひ

(

臼

)

き
あ
げ
な
ど
新
規
の
課
税
を
ハ
l
ト
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
可
能
性
も
、
否
定
し
き
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
か
れ
が
そ
れ
に
劃
置
し
て
「
既
存
の
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牧
入
(
欝
有
之
進
款
ど
と
い
う
と
き
、

「
麓
金
管
理
」
の
導
入
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

そ
の
と
り
た
て
か
た
も
既
存
の
ま
ま
、
あ
ら
た
め
な
い

と
の
含
み
が
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

た
と
え
蓄
来
の
税
目
で
も
、
外
国
人
を
入
れ
て
そ
の
徴
牧
方
法
を
か
え
た
な
ら
、

か
れ
の
論
理
で
は
、

そ

れ
は
「
あ
ら
た
に
さ
だ
め
る
理
財
の
方
法
」
の
範
時
に
入
る
の
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
「
イ
ン
ド
盟
法
」
も
、

や
は
り
「
あ
ら
た
に
さ
だ
め
る

理
財
の
方
法
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
臨
税
に
射
す
る
ハ

l

卜
の
考
え
か
た
は
、
外
園
人
の
管
理
と
い
う
側
面
で
、

「
イ
ン
ド
盟
法
」
の
提

案
と
同
じ
に
み
え
て
も
、

と
り
た
て
か
た
に
立
ち
入
ろ
う
と
し
な
い
貼
で
、

そ
の
む
し
ろ
針
極
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
外
国
人
た
ち
の
提
案
に
封
し
、
正
面
か
ら
反
到
し
た
の
が
、
地
方
督
撫
、
な
か
ん
ず
く
湖
底
総
督
張
之
洞
と
雨
江
総
督
劉
坤
一
で

(

H

)

 

あ
る
。
そ
の
内
容
は
も
う
周
知
に
属
す
る
が
、
か
れ
ら
が
外
園
人
の
み
か
た
を
ど
の
よ
う
に
解
得
し
て
い
た
か
は
、
あ
ら
た
め
て
み
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
直
接
列
強
に
射
し
賠
償
金
支
排
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
清
朝
中
央
と
の
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
ず
、
以
後
の
展
開
と

も
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

ほ
か
の
税
牧
を
動
か
さ
な
く
と
も

- 88ー

清
朝
中
央
は
お
そ
く
と
も
五
月
に
は
、

(

日

〉

あ
わ
せ
に
も
そ
う
回
答
し
て
い
る
。
西
安
の
行
在
軍
機
蕗
は
そ
れ
ま
で
、
洋
税
を
す
べ
て
捻
保
と
す
れ
ば
、

い
っ
た
ん
ハ

l
ト
の
方
針
に
も
と
づ
い
て
賠
償
金
の
支
排
を
行
な
う
方
針
を
か
た
め
、
列
強
の
聞
い

す
む
と
考
え
て
い
た
が
、
洋
税
は
す
で
に
ほ
と
ん
ど
外
債
の
捨
保
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
賠
償
金
に
は
「
盟
課
・
盟
輩
・
潜
折

・
常
税
を
全
額

(

日

)

(

口

)

推
保
と
す
る
ほ
か
な
い
」
と
の
戸
部
の
答
申
を
う
け
て
、
認
識
を
あ
ら
た
め
た
か
ら
で
あ
る
。
張
之
洞
は
こ
れ
に
劉
し
、

「
軍
機
慮
は
目
前
の

〔
連
合
図
軍
の
〕
撤
兵
を
早
く
す
ま
せ
た
い
ば
か
り
で
、
以
後
の
園
用
な
ど
、
配
慮
も
し
て
い
な
い
」
と
酷
評
し
た
う
え
で
、

も
し
に
わ
か
に
盟
課
・
盟
麓

・
漕
折

・
常
税
を
全
額
捻
保
に
指
定
す
る
の
を
ゆ
る
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。

」れ
ら
は
み
な
牧
入
の
大
宗

で
、
こ
れ
ま
で
き
ま
っ
た
額
の
支
出
項
目
が
あ
っ
た
の
に
、
外
園
の
借
金
の
返
済
に
す
べ
て
使
わ
れ
て
、
府
庫
は
空
に
な
り
、
何
も
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
う
O

i
---
近
年
、
各
省
は
ま
す
ま
す
困
窮
し
、

み
な
無
理
を
し
て
ど
う
に
か
や
り
く
り
し
て
い
る
が
、

な
す
べ
き
こ
と

は
な
お
多
く
で
き
な
い
ま
ま
で
、

こ
れ
以
上

E
額
の
節
約
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

〔
軍
機
蕗
の
い
う
と
お
り
に
す
れ
ば
〕
財
政
は
枯

渇
し
、
軍
隊
、
が
騒
ぎ
だ
し
盗
賊
が
起
こ
り
、
中
闘
は
お
の
ず
と
凱
れ
よ
う
。



と
い
う
。
張
之
洞
の
み
か
た
で
は
、

賠
償
金
は
別
に
あ
ら
た
な
財
源
を
あ
て
、

〈

四

)

に
供
す
」
べ
き
で
、
こ
れ
を
揖
保
と
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

盟
税
を
は
じ
め
「
既
存
の
牧
入
(
奮
款
ど
は
「
蓄
日
の
園
用

「既
存
の
牧
入
」
を
櫓
担
保
に
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
各
省
か
ら
と
り
あ
げ
て
賠

償
金
に
供
す
る
の
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
各
省
み
ず
か
ら
必
要
と
す
る
財
源
が
う
ば
わ
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
分
の
補
填
も
で
き

盟
務
を
う
ば
い
と
ろ
う
と
董
策
し
て
き
た
。

(

印

)

と
い
う
」
と

な
く
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
盟
税
に
閲
し
て
と
く
に
、

「
〈
ハ
l
ト
は
)
ひ
さ
し
く
、

数
月
来
、

イ
ギ
リ
ス
人
は
み
な
、
瞳
務
は
イ
ン
ド
の
方
式
に
な
ら
う
べ
き
だ
、
税
務
司
は
盤
務
を
精
細
に
調
べ
あ
げ
て
い
る
、

ハ
ー
ト
が
こ
れ
を
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
の
危
倶
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
。

し
か
も
上
で
み
た
「
イ
ン
ド
盟
法
」
と
ハ
l
ト
の
考
え
か
た
と

の
ち
が
い
を
、

ほ
と
ん
ど
み
と
め
て
い
な
い
。
こ
れ
は
か
れ
ら
の
立
場
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
、
張
之
洞
の
観
艶
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
は

盟
税
の
と
り
た
て
か
た
が
ど
う
で
あ
れ

瞳
税
の
捨
保
化
を
通
じ
て
こ
れ
を
自
分
た
ち
の
手
か
ら
奪
い

地
方
の
秩
序
を
範
し
か
ね
な
い
貼

で
、
何
ら
か
わ
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

盟
諜

・
盤
麓
を
権
保
と
す
れ
ば
、

い
っ
ぽ
う
劉
坤
一
は
、
雨
者
を
い
っ
そ
う
直
裁
に
同
一
視
し
、

ハ
汐。。

ハ
ー
ト
の
徴
税
に
蹄
す
の
は
必
至
で
、
盟
務
を
管
理
す
る
か
ら
に
は
、
私
盟
の
取
締
も
や
ら
ね
ば
な
ら

(
初
〉

ず
、
兵
権
を
も
か
れ
が
う
ば
い
と
る
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
る
。
張
之
洞
の
憂
慮
す
る
財
源
の
剥
奪
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
瞳
政
そ
の
も
の
、

ひ
い
て
は
督
撫
の
に
ぎ
る
軍
事
権
も
、

ハ
ー
ト
に
う

ば
わ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
盟
課
・
盟
萱
は
断
じ
て
携
保
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
の
は
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
ハ

l
ト
の
徴
税
」
を
意

味
す
る
か
ら
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
議
論
の
核
心
が
あ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
「
ハ

l
ト
の
徴
税
」
に
さ
え
な
ら
な
け
れ
ば
、
捨
保
と
す
る

か
ど
う
か
も
、
と
り
た
て
て
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
張
之
洞
が
、
北
京
か
ら
漢
口
に
涯
遣
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
商
務
官
ジ
ャ
ミ
I
ソ
ン

張
之
洞
も
劉
坤
一
も
、

(』曲目
2
4〈・』曲目。
g
る
と
の
曾
談
の
あ
ら
ま
し
を
上
奏
し
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盟
務
を
播
保
と
す
る
の
は
や
む
を
え
な
い
が
、
断
じ
て
外
園
人
が
代
糊
し
で
は
な
ら
な
い
(
断
不
能
外
図
人
代
緋
〉
、
そ
れ
は
わ
が
財
政
へ

の
干
渉
だ
、
と
答
え
る
と
、
ジ
ア
、
、

l
ソ
ン
は
公
使
サ
ト
ウ

(ω
可

開

B
E
E
Sろ
が
、
外
園
人
の
管
理
に
蹄
す
必
要
は
な
い
、
イ
ギ
リ
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と
い
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
:
:
:
盟
務
の
捨
保
指
定
の
一
件
は
、

(

幻

〉

理
す
る
と
言
明
が
あ
る
か
ら
に
は
、
携
保
と
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

ス
は
中
園
財
政
に
干
渉
す
る
つ
も
り
は
な
い
、

わ
れ
わ
れ
み
ず
か
ら
管

と
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
う
し
た
認
識
の
根
底
を
な
す
考
え
か
た
は
、

「
わ
が
財
政
へ
の
干
渉
(
干
預
我
財
政
)
」

「
わ
れ
わ
れ
み

ず
か
ら
管
理
す
る
(
由
我
自
緋
)
」

と
い
う
文
言
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
我
」
と
は
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
地
方
各
省
に
ほ
か
な
ら

な
い
が
、
張
之
洞
ら
の
意
識
で
は
「
中
園
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
中
園
の
財
政
牧
支
の
ほ
と
ん
ど
を
執
行
し
、
現
賓
の
政
治
を
つ
か
さ
ど
っ
て

い
た
の
は
、
個
々
の
地
方
嘗
局
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
朝
中
央
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
中
央
の
出
先
と
位
置
づ
け
て
監
督
し
、
相
互
の
格
差
と

こ
れ
が
従
来
の
清
朝
財
政
の
あ
り
か
た
な
の
で
あ
り
、
張
之
洞
ら
は
む
し
ろ
忠
買
に
、
そ
の
原
則
に
し
た

が
お
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
射
し
ハ

1
ト
の
認
識
で
は
、
列
強
が
清
朝
中
央
を
西
洋
的
な
中
央
政
府
と
み
な
す
以
上
、
賠
償
金
の
支
携
は
各

省
に
ま
か
せ
る
わ
け
に
い
か
ず
、
清
朝
中
央
が
行
な
う
か
た
ち
を
と
り
、
し
か
も
そ
れ
で
信
用
が
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
賠
償

矛
盾
を
調
整
す
る
存
在
に
す
ぎ
ず
、

金
を
ま
か
な
う
財
源
そ
の
も
の
に
、
列
強
が
直
接
干
渉
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
れ
を
さ
け
る
に
は

外
園
人
の
税
務
司
に
よ
る
「
代
耕
」

- 90一

「
各
園
の
意
に
か
な
う
」
よ
う
に
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
洋
闘
は
清
朝
中
央
に
直
属
す
る
が
ゆ
え
に
、
税
務
司
の
「
代
耕
」
な
ら
、
あ
く

(

幻

)

ま
で
も
中
園
の
「
自
主
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
張
之
洞
ら
が
そ
う
し
た
認
識
を
共
有
で
き
ず
、
税
務
司
を
列
強
と
重
ね
あ
わ
せ
、
そ
の
利
害

でし
か
中
央
が
顧
慮
し
な
く
な
っ
た
、
と
み
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
と
き
愛
質
し
は
じ
め
た
中
央
の
役
割
と
、

そ
れ
に
と
も
な
う
中
央
と
地
方
の
需

離
と
い
う
、
盟
税
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
清
朝
最
末
期
の
財
政
構
造
の
一
面
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
。

(

勾

)

張
之
洞
・
劉
坤
一
の
強
硬
な
反
封
を
う
け
て
清
朝
中
央
も
、
盟
税
を
賠
償
金
に
あ
て
る
こ
と
に
は
消
極
的
に
な
り
、
洋
闘
に
よ
る
盟
税
の
管

(
川
崎
〉

理
に
も
、
否
定
的
態
度
を
し
め
す
よ
う
に
な
っ
た
。
列
強
側
も
全
瞳
と
し
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
瞳
税
の
外
園
入
管
理
に
執
着
し
な
か
っ
た
の

で
、
賠
償
金
の
支
排
に
あ
た
り
「
盟
課
・
闘
税
を
携
保
と
す
る
が
、
瞳
課
の
ほ
う
は
、
税
務
司
の
管
理
に
蹄
さ
な
い
」
と
い
う
方
向
で
、
交
渉

(
お
〉

が
ま
と
ま
っ
た
。
つ
ま
り
措
保
に
指
定
は
さ
れ
た
も
の
の
、
従
前
の
盟
税
に
は
、
手
が
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

盟
税
が
賠
償
金
と
無
関
係
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
額
は
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
、

ほ
と
ん
ど
の
省
で
そ
の
支
排
に
あ
て
る
た
め
、
瞳
を
封
象
に



(

お

〉

増
税
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
た
と
え
ば
盟
斤
加
債
は
、
あ
た
か
も
新
規
の
課
税
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
あ
く
ま
で
「
加
債
」
で
あ
っ
て
、

要
す
る
に
数
あ
る
盟
税
の
使
途
の
一
つ
と
し
て
、
賠
償
金
と
い
う
項
目
が
く
わ
わ
っ
た
か
ら
、
そ
の
分
を
割
増
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
賠
償
金
が

課
せ
ら
れ
る
以
前
か
ら
の
盟
税
牧
入
と
そ
れ
以
後
の
割
増
分
と
は
、

に
、
本
質
的
な
差
異
は
な
か
っ
た
。
宣
統
年
聞
に
は
い
っ
て
、
清
朝
中
央
が
に
わ
か
に
盟
政
の
中
央
集
権
化
に
着
手
し
、

最
終
的
な
使
途
は
ち
が
っ
て
も
、

そ
こ
ま
で
の
南
者
の
あ
っ
か
い
か
た

そ
れ
ま
で
各
省
ご
と

に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
撞
税
牧
入
の
か
な
り
の
部
分
を
中
央
に
ひ
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
、
各
省
督
撫
が
こ
れ
に
つ
よ
く
反
援
し
、
沙
汰
や
み

〈

幻

)

(

お

〉

に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
嘗
然
で
あ
る
。
各
省
の
立
場
は
「
督
撫
の
植
は
す
べ
て
中
央
の
擢
だ
」
と
い
う
に
あ
り
、
依
然
と
し

て
張
之
洞
ら
の
そ
れ
と
か
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

か
れ
ら
の
反
針
も
す
ぐ
に
納
得
が
ゆ
く
。

た
だ
し
こ
の
事
件
で
は
、
瞳
税
牧
入
も
ふ
か
く
関
係
す
る
賠
償
金
の
支
携
は
問
題
と
な
っ
て
お
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
賠
償
金
を
ま
か
な
う
税
牧

は
、
そ
の
位
置
づ
け
を
動
か
さ
な
い
力
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
列
強
か
ら
み
る
と
、
賠
償
金
の
支
排
に
責
任
を
も
つ
の
は
、
清

朝
中
央
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
中
央
は
固
有
の
財
源
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
目
的
に
必
要
な
支
出
を
、
あ
る
地
方
の
牧
入
に
指

- 91ー

定
す
る
に
す
ぎ
な
い
存
在
だ
っ
た
か
ら
、
盟
税
に
か
か
る
賠
償
金
の
負
措
も
、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
各
省
に
わ
り
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
中
央

(

却

)

の
わ
り
つ
け
そ
の
も
の
の
貫
数
性
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
賠
償
金
に
か
ぎ
り
、
各
省
が
不
満
は
あ
り
な

が
ら
も
、
中
央
の
指
示
ど
お
り
負
捲
を
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
背
後
に
列
強
が
い
た
か
ら
で
、
列
強
が
強
要
し
た
支
出
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
中
央

の
わ
り
つ
け
も
強
化
さ
れ
寅
教
が
生
じ
た
。
列
強
も
賠
償
金
が
し
か
る
べ
く
支
排
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
貫
際
に
負
携
し
て
い
る
の
が
各
省
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
中
央
の
も
の
と
し
て
う
け
と
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
賠
償
金
支
携
に
闘
し
て
は

列
強
と
中
央
と
各
省

が
、
た
が
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
裏
打
ち
し
あ
い
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ
財
政
を
運
用
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
外
の
財
政

は
、
列
強
と
い
う
要
素
が
な
か
っ
た
た
め
、
中
央
と
地
方
が
直
接
に
む
き
あ
う
こ
と
と
な
る
。
集
権
の
た
め
牧
入
を
集
中
す
べ
く
、
名
目
と
化

し
て
い
た
わ
り
つ
け
の
権
限
を
ふ
り
か
ざ
す
中
央
と
、
制
度
上
は
中
央
の
指
示
に
し
た
が
う
べ
き
だ
が
、
地
方
現
地
の
利
害
も
考
慮
せ
ね
ば
な

ら
な
い
各
省
と
の
あ
い
だ
だ
け
で
は
、
針
立
が
露
呈
し
、
ふ
か
ま
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
だ
っ
た
。
上
述
の
中
央
の
盟
政
集
権
化
策
と
そ
れ
に
封
す

91 
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る
各
省
の
反
援
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
き
つ
く
さ
き
に
お
こ
っ
た
の
が
辛
亥
革
命
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ひ
る
が
え
っ
て
、

均
衡
を
と
っ
て
き
た
財
政
の
領
域
に
も
、
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
ず
に
は
や
ま
な
か
っ
た
。

か
ら
く
も

辛
亥
革
命
と
善
後
借
款

辛
亥
革
命
が
常
時
の
中
園
財
政
全
睦
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
か
、

そ
の
概
略
は
周
知
の
と
お
り
な
の
で
、
最
近
の
標
準
的
な
記
述

を
引
い
て
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
を
レ
っ
そ
う
立
ち
入
っ
た
考
察
の
手
が
か
り
に
し
よ
う
。

中
央
政
府
に
と
っ
て
、
各
省
か
ら
の
「
解
款
」

(
清
代
の
京
鮪
〉
途
絶
は
深
刻
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
。

一
九
一
二
年
の
中
央
珠
算
で
は

中
央
歳
入
合
計
一
億
九

O
O
O高
元
の
う
ち
、
中
央
濁
自
財
源
は
約
一
五

O
O高
元
に
す
ぎ
な
い
。
牧
入
の
お
よ
そ
九
二
%
を
各
省
か
ら

の
解
款
に
頼
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
の
各
省
の
解
款
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
り
、
翌
年
も
中
央
政
府
の
命
じ
た
三
二

O
O高
元

(

叩

)

に
た
い
し
て
そ
の
二
割
以
下
の
五
六

O
寓
元
し
か
北
京
に
は
届
か
な
か
っ
た
。

辛
亥
革
命
は
各
省
が
清
朝
に
離
叛
し
、
中
央
か
ら
濁
立
す
る
か
た
ち
で
成
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

各
省
が
中
央
の
出
先

- 92ー

と
い
う
、

そ
れ
ま
で
の
み
ず
か
ら
の
位
置
づ
け
を
否
認
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
財
政
の
う
え
か
ら
み
る
な
ら
、
上
で
述
べ
た
よ
う
な
地

方
牧
支
に
劃
す
る
中
央
の
わ
り
つ
け
指
示
が
、

「
各
省
の
解
款
」
が
「
途
絶
」
し
た
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
一
面
を
な
し
て
い
る
。

ま
っ
た
く
各
省
に
う
け
い
れ
ら
れ
ず
、

名
買
と
も
に
数
力
を
失
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

こ
う
し
た
な
か
、
辛
亥
革
命
以
前
に
は
列
強
の
利
害
が
く
わ
わ
っ
て
、
均
衡
を
保
っ
て
い
た
領
域
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
債
に
せ

よ
賠
償
金
に
せ
よ
、
現
買
に
元
利
耕
い
を
負
指
し
て
い
た
各
省
は
、
清
朝
中
央
の
わ
り
つ
け
に
醸
じ
る
瞳
裁
を
と
っ
て
い
た
か
ら
、

わ
り
つ
け

る
清
朝
そ
の
も
の
に
そ
む
け
ば
、
負
捲
す
る
理
由
も
な
く
な
る
。
だ
か
ら
負
指
し
な
い
、
と
い
う
の
が
各
省
の
論
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
現

(

紅

)

貨
に
、
辛
亥
革
命
以
来
「
各
省
が
お
く
る
べ
き
外
債
・
賠
償
金
へ
の
充
嘗
金
は
、
そ
の
期
間
慨
を
た
が
え
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。
列
強
が
そ

れ
を
黙
っ
て
み
す
ご
す
は
ず
は
な
く
、
列
強
の
中
園
財
政
の
直
接
干
渉
も
取
り
沙
汰
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
現
寅
に
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、



海
闘
が
濁
自
に
閥
税
牧
入
を
す
べ
て
接
牧
し
て
外
債
・
賠
償
金
の
元
利
燐
い
に
投
入
し
、
債
務
履
行
を
保
護
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
清

朝
中
央
の
わ
り
つ
け
を
通
じ
、
各
省
が
行
な
っ
て
き
た
多
種
多
様
な
財
源
か
ら
の
支
携
は
、
中
園
の
嘗
局
を
介
せ
ず
、
海
闘
が
直
接
列
強
に
行

(

担

〉

な
う
関
税
か
ら
の
そ
れ
に
一
本
化
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
関
税
と
そ
れ
以
外
の
牧
入
の
性
格
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
。
盟
税
を
ふ
く
む

後
者
が
事
責
上
、
各
省
の
掌
中
に
掃
し
た
の
に
封
し
、
前
者
は
劉
外
債
務
と
直
結
し
て
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
中
園
の
政
府
が
手
を
ふ
れ

ら
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
で
中
央
政
府
に
牧
入
が
と
ど
か
な
く
な
っ
た
の
は
、
清
朝
中
央
の
財
政
機
能
が
消
失
し
た
た
め
、
牧
入
が
列
強
と

各
省
と
に
南
極
分
解
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
な
ら
中
央
政
府
に
は
、
何
も
活
路
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

ぃ
。
北
京
政
府
は
た
と
え
形
式
的
で
も
、
清
朝
を
後
綴
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
圏
内
は
と
も
か
く
外
園
は
、
こ
れ
を
中
園
を
代
表
す

る
中
央
政
府
と
し
て
遇
し
た
。
こ
れ
を
財
政
的
に
い
い
な
お
せ
ば
、
中
央
政
府
は
名
目
の
う
え
で
は
中
圏
全
土
を
支
配
し
、
全
園
の
財
政
を
掌

- 93ー

そ
の
資
格
で
外
園
か
ら
借
款
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
北
京
政
府
の
現
賞
の
立
場
か
ら
は
、
借
款
を

も
っ
て
蛍
面
の
財
政
窮
乏
を
救
う
と
同
時
に
、
そ
の
借
款
の
さ
い
外
園
が
求
め
る
で
あ
ろ
う
篠
件
を
利
用
し
て
、
名
目
的
な
財
政
の
掌
握
を
、

質
質
あ
る
も
の
に
轄
化
さ
せ
る
選
揮
肢
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
民
園
が
成
立
す
る
や
い
な
や
、
善
後
借
款

9
0
2
m
g
E
c
s
c
g〉

が
く
わ
だ
て
ら
れ
た
事
情
は
、
こ
こ
に
存
し
て
お
り
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
財
政
牧
入
が
盟
税
だ
っ
た
。

握
す
る
も
の
だ
か
ら
、

一
九
一
一
一
一
年
一
月
六
日
の
臨
時
大
穂

統
令
に

い
か
な
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
、

(

お

〉

流
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
す
れ
ば
封
内
的
に
財
擢
を
輩
め
、
劃
外
的
に
園
信
を
昭
ら
か
に
で
き
よ
う
。

あ
ら
ゆ
る
盟
務
の
牧
入
は
、
民
園
二
年
一
月
分
よ
り
専
款
と
し
て
存
儲
す
る
。

い
っ
さ
い
ほ
か
の
使
途
に

と
い
う
の
は
、
嘗
時
の
中
央
財
政
確
立
の
要
件
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
中
央
政
府
の
立
場
か
ら
「
劉
内
的
に
財
擢
を
輩
め
」
る
こ
と
は
、

同
時
に
「
劃
外
的
に
園
信
を
昭
ら
か
に
」
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
税
牧
を
中
央
の
「
専
款
と
し
て
存
儲
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の

93 

三
者
は
同
一
の
こ
と
が
ら
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
角
度
か
ら
い
い
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
を
寅
現
し
て
ゆ
く
手
順
と
な
る
と
、
三
者
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ど
れ
か
ら
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
中
央
政
府
の
財
政
窮
乏
が
、
各
省
に
税
牧
を
お
く
ら
せ
る
手
段
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
、
そ
れ

を
補
う
す
べ
が
な
い
以
上
、

ま
ず
外
園
か
ら
借
款
を
え
て
嘗
座
を
し
の
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
借
款
を
と
り
つ
け
る
に
は
、

「
封
外
的
に
閣
信
を

昭
ら
か
に
」
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
、
税
牧
を
「
専
款
と
し
て
存
儲
」
す
る
手
段
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
通
じ
、

は
じ
め

て
「
封
内
的
に
財
楼
を
輩
め
L

る
結
果
と
な
る
。

借
款
を
供
興
す
る
外
園
の
側
か
ら
み
る
と
、
政
あ
る
中
園
の
財
政
牧
入
の
う
ち
、
そ
の
元
利
燐
い
の
鎗
保
と
な
り
う
る
大
き
な
財
源
は
盟
税

し
か
な
く
、
こ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
捨
保
に
で
き
る
か
が
そ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
九

O
一
年
の
賠
償
金
と
同
じ
で
、
そ
の
と
き
は
提
起

さ
れ
た
三
つ
の
考
え
か
た
の
う
ち
、
各
省
へ
の
負
携
わ
り
あ
て
と
き
ま
っ
て
、
外
園
人
管
理
と
洋
開
管
理
の
主
張
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
そ
れ

で
も
辛
亥
革
命
ま
で
は
、
賠
償
金
の
支
携
が
滞
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
既
存
の
盟
税
を
そ
の
ま
ま
携
保
と
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う

と
、
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
辛
亥
革
命
を
へ
て
善
後
借
款
を
起
こ
す
に
あ
た
り
直
面
し
た
の
は
、

「
中
央
の
管
轄
力
の
不
足
」
で
あ
り
、
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「
あ
ら
ゆ
る
盟
政
の
牧
入
は
、
各
省
が
み
ず
か
ら
牧
め
み
ず
か
ら
用
い
、
中
央
が
干
渉
す
れ
ば
、
往
々
に
し
て
反
抗
し
」
た
た
め
「
確
寅
な
携

(
鈍
)

保
と
は
な
り
え
な
い
」
と
い
う
事
態
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ハ
l
ト
が
考
え
た
洋
闘
管
理
は
ど
う
か
、
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
時
代
に

聞
臨
惜
し
な
く
な
っ
て
い
た
。

盟
税
に
開
し
て
は
、
:
:
:
現
行
の
よ
う
な
管
理
で
、
こ
と
足
り
る
だ
ろ
う
。
四
年
の
寅
験
の
結
果
、
そ
の
は
た
ら
き
が
園
滑
か
つ
十
分
な

の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
揖
保
に
し
た
税
牧
は
こ
れ
ま
で
、
き
ち
ん
と
と
ど
い
て
お
り
、

(

お

)

延
滞
が
あ
る
と
、
北
京
が
そ
の
つ
ど
た
だ
ち
に
命
令
し
、
こ
れ
を
正
し
て
き
た
。

ま
っ
た
く
滞
納
は
な
か
っ
た
し
、
現
地
で

と
い
う
の
が
、

か
れ
の
構
想
を
さ
さ
え
た
根
嬢
で
あ
る
。

つ
ま
り
各
省
の
負
携
は
も
と
よ
り
、
洋
閲
管
理
も
、
清
朝
中
央
の
財
政
機
能
の
厳
存

(
お
〉

そ
れ
を
依
く
民
闘
に
は
適
用
し
が
た
い
。
け
っ
き
ょ
く
残
さ
れ
た
選
捧
肢
は
、
盟
税
の
外
園
入
管
理
し
か
な
い
。
外
園

が
そ
の
前
提
だ
か
ら
、

人
管
理
と
い
っ
て
も
、
中
園
で
た
だ
ち
に
そ
の
範
例
と
な
り
う
る
の
は
、
現
買
に
債
務
を
履
行
し
て
い
る
海
闘
し
か
な
か
っ
た
。
銀
行
圏
が
善

後
借
款
交
渉
の
蛍
初
よ
り
、
そ
の
供
輿
の
傑
件
と
し
て
、

「
揖
保
と
し
た
税
牧
を
海
閥
、
も
し
く
は
海
閥
で
な
く
と
も
そ
れ
と
同
様
の
組
織
の



(

幻

〉

も
と
で
管
理
す
る
」
ょ
う
も
と
め
た
の
も
、
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
。

こ
う
し
た
要
求
は
、
中
央
政
府
か
ら
み
れ
ば
、
盟
税
牧
入
を
「
専
款
と
し
て
存
儲
」
す
る
具
瞳
的
な
方
法
を
し
め
さ
れ
た
に
も
ひ
と
し
い
。

北
京
政
府
は
圏
内
の
反
射
を
お
そ
れ
、
難
色
を
し
め
し
て
い
た
が
、
そ
の
財
政
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
有
数
な
代
案
が
な
い
以
上
、
う
け
い
れ
る

ほ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
九
月
一
八
日
、
外
園
側
が
公
式
に
「
借
款
篠
件
」
を
提
出
す
る
と
、
財
政
総
長
周
事
照
は
そ
の
受

諾
を
担
否
し
た
が
、
第
二
僚
の
「
海
閥
、
あ
る
い
は
海
開
と
同
じ
く
外
園
人
の
指
導
を
受
け
る
別
の
機
関
」
に
よ
る
全
盟
税
の
管
理
、

〈

お

〉

の
海
闘
の
方
法
に
照
ら
し
」
た
外
園
銀
行
の
税
牧
あ
ず
け
い
れ
に
劃
し
て
は
、

「
現
在

し
か
し
海
闘
と
同
じ
方
法
で
は
、

か
え
っ
て
手
に
飴
る
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
:
:
・
盟
務
は
各
省
内
地
に
あ
ま
ね
く
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
朕

況
も
大
い
に
異
な
る
か
ら
、
外
園
人
が
管
理
し
て
も
、
き
っ
と
、通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
な
ろ
う
。

し
か
も
徴
税
の
地
貼
に
、
銀
行
圏
の

銀
行
が
か
な
ら
ず
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
海
闘
で
さ
え
従
来
そ
ん
な
や
り
か
た
は
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
傑
項
は
劃
酌
が

必
要
で
あ
る
。
盟
税
徴
牧
を
行
な
う
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
、
中
園
側
が
外
園
人
一
人
を
波
遣
し
、
盟
務
官
員
と
協
力
さ
せ
て
、
盟
税
を
徴
牧

さ
せ
、
そ
の
牧
入
は
信
頼
で
き
る
適
切
な
銀
行
に
あ
ず
け
い
れ
、
善
後
借
款
の
元
利
沸
い
と
そ
の
ほ
か
の
債
務
の
履
行
に
そ
な
え
る
し
か

(

却

)

あ
る
ま
い
。
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と
回
答
し
、
海
闘
と
は
別
に
、
外
園
人
を
入
れ
て
盟
税
を
管
理
す
る
意
向
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
少
し
前
、
瞳
税
を
揖
保
と
し
た
ク
リ

善
後
借
款
の
交
渉
は
こ

ス
プ
借
款
(
の
ユ
臼
司
岡
、
。

g〉
の
契
約
の
た
め
、

(

州

制

)

れ
以
降
し
ば
ら
く
停
頓
す
る
。
し
か
し
盟
税
の
管
理
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
大
き
な
局
面
の
饗
化
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
三
年
一
月
一
一
日
、
北

京
政
府
が
善
後
借
款
の
合
意
を
み
こ
し
て
、
盟
務
稽
核
造
報
所
章
程
を
瑳
布
し
、
「
全
園
盟
務
の
牧
入
・
支
出
お
よ
び
行
盟
の
数
目
を
稽
一
核
す

(

4

)

 

る
た
め
」
盟
務
稽
一
桜
所
を
設
立
し
た
の
も
、
こ
の
周
事
照
の
回
答
の
趣
旨
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

中
園
と
列
強
と
の
あ
い
だ
に
紛
糾
が
お
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

95 
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盤
務
稽
按
所
の
設
立
と
役
割

こ
の
と
き
も
う
け
ら
れ
た
機
関
は
、
盟
務
稽
一
該
造
報
所
と
い
う
の
が
正
し
い
が
、

し
ば
し
ば
略
し
て
瞳
務
稽
一
核
所
と
稿
す
る
し
、

ほ
ど
な
く

「
浩
報
」
の
二
字
が
落
ち
る
の
で
、
こ
こ
で
は
煩
を
さ
け
る
た
め
、

一
貫
し
て
盟
務
稽
一
核
所
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
盤
務
稽
一
核
所
は
正
確
に

は
、
盟
務
稽
一
核
総
分
所
と
い
う
総
穏
で
、
北
京
政
府
の
盟
務
署
に
属
す
る
盤
務
積
一
板
紙
所
と
、
堕
産
地
に
近
い
主
要
な
集
散
地
に
お
か
れ
た
盤

務
稽
一
核
分
所
と
で
構
成
さ
れ
た
。
前
者
は
英
文
名
の
の

E
m同

F
4
2
5
2
g
o同

r
r
H
N
2
2
c
g
の
ほ
ぼ
忠
買
な
翻
諜
で
あ
り
、

一
見
し
て

海
開
組
税
務
司
署

F
4
2
g
g
g
c
g
m
E
-
o

向。5
5
B印

に
な
ら
っ
た
の
が
わ
か
る
。
そ
の
長
は
中
園
人
の
総
崩
(
の
E
O同
同
ロ
弓

ongふ
と

外
園
人
の
曾
掛
川
(
〉
白
白
o
n
z
g
の
}
M
E
F
6
2
5
)
で
、
あ
わ
せ
て
線
舎
掛

(
2
E
H
E官
三
O
Z
)

と
い
う
。
盟
務
稽
一
核
分
所
は
英
文
で
り
5
2
2

い F
る♀与
が)2

。
中互
園白

人と
のい
鰹い
理
と
外
園
人
の
協
理

稽
一
核
総
所
に
直
属
す
る
。

そ
の
長
は
善
後
借
款
契
約
の
英
文
テ
キ
ス
ト
で
は

「
所
長
(
句
。

9
8
h
)」
と
名
づ
け
て

- 96ー

あ
わ
せ
て
鰹
協
理

3
5日
ニ
E
Z
2
2目
)
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
盟
税
の
捨
保
化
と
レ

う
設
置
の
ね
ら
い
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う
海
闘
に
な
ら
っ
た
構
成
は
明
白
だ
が
、

」
う
し
た
機
関
・
人
員
が
現
貫
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す

ぺ
き
な
の
か
は
、
な
お
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
三
月
ご
二
日
渡
布
の
盟
務
稽
核
造
報
線
分
所
跡
事
細
則
で
ひ
と
ま
ず
き
ま
っ
た
そ
の
具
躍
的

(

必

)

な
職
掌
は
、
四
月
二
六
日
調
印
の
善
後
借
款
契
約
と
矛
盾
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

一
部
し
か
う
け
と
れ
な
か
っ
た
の
に
、

こ
う
し
て
護
足
し
た
盟
務
稽
核
所
に
封
し
、
外
園
嘗
局
は
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
海
闘
で
さ
え
「
盟
税
の
ご
く

(
川
叫
〉

っ
た
の
で
あ
る
。
上
の
細

そ
れ
よ
り
大
な
る
成
功
が
現
在
の
努
力
で
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
だ
」

則
は
そ
う
し
た
疑
倶
を
抱
か
せ
る
だ
け
あ
っ
て
、
従
前
の
手
績
と
な
る
べ
く
姐
舶
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
よ
く
し
め
す

の
は
、
第
一
四
僚
に
み
え
る
四
聯
単
の
手
績
で
あ
る
。
こ
れ
は
瞳
引
交
付
に
さ
き
だ
ち
、
盟
運
使
が
課
税
額
を
明
記
し
て
盟
一商
に
護
行
す
る
も

「
園
庫
」

は
一
聯
を
切
り
と

の
で
、
盟
運
使
は
四
聯
の
う
ち
一
聯
を
と
ど
め
お
き
、
盤
一
商
が
残
り
三
聯
を
「
園
庫
」
に
持
参
、
納
税
す
る
と
、

っ
て
保
管
、
残
り
二
聯
に
署
名
し
て
瞳
商
に
わ
た
す
。
稽
核
分
所
は
こ
の
二
聯
を
貼
検
し
て
署
名
捺
印
し
、

一
聯
を
切
り
と
り
、

一
聯
を
瞳
一商



(
M
M
〉

に
返
却
す
る
。
盟
一
商
は
こ
れ
を
盟
運
使
に
提
出
し
て
、
は
じ
め
て
盟
引
の
交
付
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
稽
一
核
分
所
は
そ
の

名
に
た
が
わ
ず
、
瞳
税
納
入
を
「
稽
該
」
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
四
聯
単
の
確
認
と
署
名
を
逼
じ
て
で
あ
っ
て
、
質
際
は
盟
税
徴
牧
に
介

入
で
き
な
い
に
ひ
と
し
か
っ
た
。
極
論
す
る
な
ら
分
所
の
経
協
理
は
、
「
盟
運
使
が
徴
牧
し
た
税
牧
の
う
け
と
り
で
あ
る
四
聯
単
の
署
名
」
が

(
日
明
)

そ
の
「
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
職
務
」
で
あ
っ
た
。

五
月
に
な
っ
て
善
後
借
款
契
約
が
護
放
し
た
の
ち
も
、

(

抑

制

)

た
。
銀
行
圏
は
八
月
五
日
、
財
政
総
長
梁
土
請
に
劃
し
、

依
然
こ
う
し
た
朕
況
が
つ
づ
く
と
、

さ
す
が
に
外
園
側
も
だ
ま
っ
て
は
い
な
か
っ

善
後
借
款
契
約
の
第
五
篠
に
よ
れ
ば
、
ハ
円
瞳
斤
放
行
の
前
に
、
瞳
税
を
納
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
盟
税
牧
入
は
全
額
、
五
園
銀
行
圏
、

さ
も
な
く
ば
そ
れ
以
外
に
認
可
さ
れ
た
存
款
慮
に
あ
ず
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
あ
ず
け
い
れ
ら
れ
た
瞳
税
牧
入
は
、
嫡
間
舎
加
の
連
署

、
が
な
け
れ
ば
っ
か
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
:
:
:
、
瞳
税
牧
入
が
銀
行
圏
の
中
園
政
府
盟
税
牧
入
口
座
に
ふ
り
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
瞳
斤
の
放
行
に
さ
い
し
、
納
入
す
べ
き
瞳
税
の
す
べ
て
が
支
梯
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
徴
牧
し
た
税
牧
は
、

(必〉

し
か
も
こ
の
牧
入
か
ら
の
支
出
も
、
総
曾
餅
の
署
名
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
と
き
く
。

い
ず
れ
も
中
園
銀
行
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、

- 97ー

と
抗
議
し
、
問
題
黙
を
三
カ
篠
あ
げ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
二
つ
に
大
別
し
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
第
一
は
盤
税
う
け
わ
た
し
の
局

面
で
、
一
商
人
が
し
ば
し
ば
瞳
税
を
納
入
し
な
い
ま
ま
、
盟
を
運
稔
・
販
買
に
付
し
て
い
た
肢
況
で
あ
る
。
第
二
は
瞳
税
牧
入
を
保
管
・
迭
金
す

る
局
面
で
、
そ
れ
が
「
園
庫
」
た
る
中
園
銀
行
に
牧
め
ら
れ
て
も
、
銀
行
固
に
入
っ
て
こ
な
い
ば
か
り
か
、
稽
核
所
が
中
園
銀
行
の
出
納
に
ほ

(

州

叩

)

と
ん
ど
干
渉
で
き
な
か
っ
た
朕
況
で
あ
る
。
分
所
の
お
か
れ
た
各
地
を
質
地
踏
査
し
、
逐
一
そ
う
し
た
朕
況
を
あ
ら
た
め
て
ゆ
く
の
は
、
抑
制
所

曾
掛
の
デ
I
ン

(ω
可
河
お
宮
正
玄
-
U
2
0
)
で
あ
っ
た
。

ま
ず
第
一
の
貼
は
、
便
宜
上
さ
ら
に
、

ω盟
の
運
職
・
販
買
に
さ
き
だ
っ
て
支
梯
う
べ
き
盟
税
が
、

と、

ω瞳
へ
の
課
税
そ
の
も
の
が
運
聡
・
販
責
の
前
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
遁
程
に
お
い
て
い
く
た
び
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、

規
定
ど
お
り
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ

に
分

97 

け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ωは
盟
税
が
従
来
ど
お
り
、
盟
運
使
と
瞳
商
の
あ
い
だ
で
う
け
わ
た
し
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
、
た
と
え
聾
一
商
が
貫
際
に
は

盟
税
を
支
梯
っ
て
い
な
く
と
も
、
盟
運
使
と
「
園
庫
」
が
支
燐
ず
み
だ
と
み
と
め
て
し
ま
え
ば
、
四
聯
皐
に
未
排
い
の
痕
跡
は
残
ら
ず
、
分
所

は
こ
れ
を
防
ぎ
ょ
う
が
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
長
藍
や
奉
天
で
は
、

納
税
を
手
形
で
行
な
う
か
、

た
だ
ち
に
盟
を
運

口
約
束
す
る
だ
け
で
、

職
、
販
買
で
き
る
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
課
税
額
と
徴
税
額
と
の
あ
い
だ
に
は
、
大
き
な
懸
隔
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
官
僚
と

盟
諸
の
「
無
謀
な
投
機
」
の
劉
象
に
さ
え
な
っ
て
、
税
放
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
デ
l
ン
は
こ
れ
に
封
し
、
盟
を
運
職
、

(

印

〉

販
買
す
る
前
に
現
金
で
納
税
す
る
こ
と
、
中
園
式
の
表
現
で
「
先
課
後
盤
」
の
原
則
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

(

日

)

ωは
ハ
l
ト
が
つ
と
に
看
破
し
た
よ
う
に
、
蓄
来
の
盟
法
の
通
則
と
し
て
、
課
税
の
大
部
分
が
消
費
地
で
の
販
買
に
劃
す
る
も
の
で
、
そ
の

阪
買
は
運
験
が
あ
っ
て
こ
そ
、
な
り
た
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
張
警
の
要
約
を
借
り
れ
ば
、

盟
税
牧
入
の
多
寡
は
、
運
織
と
販
買
の
暢
滞
に
よ
っ
て
か
わ
る
。
昔
年
の
雨
准
の
牧
入
は
、
約
一
千
三
四
百
高
だ
が
、
運
聡
か
ら
で
る
の

(

臼

〉

が
三
割
、
販
貰
か
ら
で
る
の
が
七
割
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
運
職
と
販
買
こ
そ
、
各
種
盟
税
の
来
源
だ
と
わ
か
る
。

と
い
う
も
の
で
、

ωに
み
た
奮
来
の
慣
行
も
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
こ
こ
か
ら
涯
生
し
て
き
た
現
象
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
ト
も
張
警
も
は
や
く
か
ら
こ
の
通
則
に
気
づ
き
、
そ
の
改
革
の
青
寓
員
も
も
っ
て
い
な
が
ら
、
軽
々
に
手
を
く
わ
え
よ
う
と
し
な
か
っ

- 98-

善
後
借
款
契
約
で
は
、

た
。
し
か
し
辛
亥
革
命
を
へ
る
と
、
張
警
も
南
京
臨
時
政
府
の
雨
准
盟
政
総
理
の
立
場
か
ら
切
寅
に
経
験
し
た
よ
う
に
、

(
間
山
〉

省
は
、
ま
っ
た
く
税
牧
を
得
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
ひ
い
て
は
中
央
に
供
給
す
る
こ
と
も
で
き
な
」
か

っ
た
の
は
、
販
買
に
重
黙
を
お
く
課
税
と

(

同

)

い
う
蓄
制
度
そ
の
も
の
が
、
徴
税
に
地
方
ご
と
の
種
差
を
う
み
だ
し
、
各
省
の
瞳
税
掌
握
の
温
床
と
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

「
納
税
と
ひ
き
か
え
の
瞳
の
秤
放

(
F
Z
2
0
0同

g
p
ω
官
旨
え
宮
司

E
O
E
O『

E
E〉
」
と
、
そ
れ
に
劃
す
る
稽
核
所
の

(
間
山
)

か
く
し
て
か
れ
の
意
見
書
に
し
た
が
い
、
盟
の
流

「
瞳
を
産
す
る
江
蘇

「
監
督
」
が
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
デ
l
ン
は
そ
れ
を
貫
現
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

通
に
射
す
る
間
接
税
で
は
な
く
、
運
稔
に
ま
わ
る
盟
そ
の
も
の
に
か
か
る
ご
回
か
ぎ
り
の
直
接
税
(
包
括
ぽ
全

3
2
p
qど
と
い
う
原
則
が

一
九
一
三
年
一
二
月
二
四
日
公
布
の
盟
税
篠
例
は
、
第
八
篠
で
「
盟
税
は
各
産
瞳
地
方
に
就
い
て
之
を
徴
税
す
」
と
そ
の
質
施

導
入
さ
れ
る
。



(
白
山
)

を
宣
言
し
た
。

こ
れ
を
簡
略
に
い
え
ば
「
就
場
徴
税
一
衣
」
と
な
る
が
、
そ
の
買
を
あ
げ
る
に
は
、
搬
出
か
ら
消
費
に
い
た
る
長
い
流
通
過
程
で
の
多
岐
に

わ
た
る
奮
来
の
課
税
を
撤
廃
し
て
、
盟
場
一
貼
に
集
約
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
各
地
で
異
な
る
税
率
や
衡
量
の
劃
一
化
を
も
と
も
な

(

貯

〉

そ
れ
ら
を
具
瞳
的
に
さ
だ
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
賀
行
し
な
け
れ
ば
「
先
課
後
撞
」
も
お
ぼ
つ
か
な
い

ぅ
。
盤
税
傑
例
の
大
部
分
は
、

が
、
さ
り
と
て
断
行
す
れ
ば
、
盟
の
交
易
そ
の
も
の
の
襲
革
も
不
可
避
と
な
る
。
デ
l
ン
は
そ
う
し
た
事
情
を
よ
く
承
知
し
た
う
え
で
、
慎
重

か
つ
果
敢
に
篠
例
を
寅
施
に
う
つ
し
て
い
っ
た
。
む
し
ろ
交
易
の
し
く
み
を
か
え
る
ほ
う
が
、
か
れ
の
主
要
な
ね
ら
い
だ
っ
た
よ
う
に
お
ぼ
し

い
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
十
分
な
成
果
を
あ
げ
た
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ωの
「
先
課
後
麗
」
と

ωの
「
就
場
徴
税
」
は
、
雨
者
あ
い
ま
っ
て
こ
の
と
き
の
瞳
税
改
革
の
一
つ
の
柱
を
な
す
。
し
か

し
そ
れ
ま
で
の
四
聯
車
の
確
認
・
署
名
だ
け
で
、
稽
核
所
が
そ
れ
を
達
成
す
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
一
四
年
二
月
、
瞳
務
署

- 99ー

設
給
を
監
督
し
、
納
税
後
の
盟
の
運
稔
を
許
可
し
、
稽
一
核
分
所
が
設
立
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

〈

日

山

)

す
」
べ
き
も
の
と
き
だ
め
な
お
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、

稽
按
分
所
章
程
が
公
布
さ
れ
、
盟
務
稽
該
造
報
所
章
程
・
瞳
務
稽
核
造
報
糖
分
所
開
事
細
則
を
巌
棄
し
、
経
協
理
は
「
共
同
で
引
票
や
准
車
の

い
っ
さ
い
の
盟
税
・
盟
課
お
よ
び
各
費
を
徴
牧

盟
税
の
徴
牧
を
携
嘗
す
る
か
た
わ
ら
、

そ
の
ほ
か
の
盟
運
使
所
轄
の
瞳
政
を
監
督
す

る
、
と
い
う
稽
核
所
の
権
限
が
確
定
す
る
。
も
っ
と
も
従
来
の
四
聯
箪
が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

さ
ら
に
五
月
に
は
、
盟
運
使
護
行

の
運
盟
執
照
(
、
H

，S
E司
0
2
2
5
ロ
司
自
る
も
く
わ
わ
っ
た
。
こ
れ
は
行
瞳
地
に
ま
ち
が
い
が
な
き
ょ
う
確
認
す
る
た
め
の
運
職
許
可
誼
で
、
や
は

り
「
盟
の
運
稔
こ
そ
至
要
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」
所
産
だ
っ
た
。
そ
こ
で
同
年
八
月
、
公
式
に
分
所
経
協
理
が
護
行
す
る
放
盟
准
車

2
0
5
5

0
同
知
己

2
8
)
の
導
入
が
き
ま
る
。
こ
れ
は
盟
税
徴
牧
が
鰹
協
理
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
こ
と
に
封
臆
す
る
も
の
で
、
か
れ
ら
み
ず
か
ら
行
な
う
徴

税
が
完
了
し
な
け
れ
ば
、
運
織
を
認
め
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
四
聯
畢
・
運
瞳
執
照
・
放
瞳
准
車
の
三
種
の
許
可
誼
を
そ

(

印

)

は
じ
め
て
盟
商
は
盟
を
瞳
場
か
ら
搬
出
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
、
よ
う
や
く
善
後
借
款
契
約
の
趣
旨
に
か
な
う
手
績
と
な
っ
た
。

(

印

)

お
の
ず
と
第
二
の
貼
も
課
題
と
な
る
。
銀
行
圏
は
善
後
借
款
合
意
の
さ
い
、
海
闘
の
先
例
に
な
ら
い
、
臨
税

ろ
え
て
、

99 

こ
こ
ま
で
改
革
が
す
す
む
と
、
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を
借
款
の
元
利
排
い
に
直
結
す
る
別
枠
の
牧
入
と
し
て
入
手
す
ベ
く

中
園
政
府
盟
税
牧
入
口
座
右
r
5
2
0
C
2
2
E
5
2
ω
島
知
2
2
5

〉

2
2
2
)
を
開
設
し
、

そ
の
受
け
皿
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、

税
牧
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

」
れ
は
や
園
初
、
臨
血
税
牧
入

の
使
途
も
盟
運
使
が
掌
握
し
、
稽
該
所
の
手
が
お
よ
ば
な
か
っ
た
か
ら
だ
が
、
稽
核
所
が
徴
税
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
以
上
、

そ
の
牧

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
行
な
う
の
か
、

入
の
取
扱
い
も
再
考
の
針
象
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
も

ωと
り
た
て
た
盟
税
牧
入
は
ど
こ
が
、

に
分
け
て
考
え
る
の
が
便
利
だ
ろ
う
。

い
か
ほ
ど
う
け
と
る
の
か
、

ωそ
れ
は

ωに
か
か
わ
る
規
定
は
善
後
借
款
契
約
第
五
僚
に
あ
り

そ
の
篠
文
を
厳
密
に
解
穫
す
る
と
、

盟
税
の
組
牧
入
〈
問
『
0
8
2
2
E
O
n
o
-
-
2
4

C
O
回
目
)
を
外
園
銀
行
が
直
接
う
け
と
る
こ
と
に
な
り
、
銀
行
闇
が
八
月
五
日
の
書
翰
で
、
盟
税
牧
入
「
全
額
」

け
い
れ
を
も
と
め
た
の
も
、
そ
こ
に
由
来
す
る
。
し
か
し
銀
行
園
を
構
成
す
る
外
園
銀
行
は
、
周
恩

d

照
も
い
う
よ
う
に
、
主
要
な
篠
約
港
に
し

(
m
U
〉

か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
銀
行
圏
の
要
求
，
と
お
り
に
し
た
ら
、
た
と
え
ば
現
地
で
控
除
す
れ
ば
す
む
は
ず
の
徴
税
・
行
政
の
経
費
ま
で
、

2
5
0
C片品。
E
E
oと
の
あ
ず

は
、
外
園
銀
行
へ
総
牧
入
を
入
れ
る
の
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
と
の
結
論
に
達
し
、

純
牧
入

(
5
:
2
2ロ
ono--ontoE)
の
あ
ず
け
い
れ
と
す

-100ー

は
る
か
僚
約
港
の
外
園
銀
行
に
支
給
を
請
求
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、

そ
れ
が
現
質
的
で
な
い
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
デ
l
ン

る
よ
う
勧
告
し
、
銀
行
圏
も
同
意
し
た
。
そ
れ
を
う
け
て
銀
行
園
が
一

九
二
二
年
一
一
月
二

O
目
、
存
儲
及
陸
寄
盟
款
暫
行
章
程
〈
P
2
E
o
s
-

(

位

〉

HNomgEHOロ臼問。
:
r
o
F
3
2
2
ι
、H，E
ロ臼『官。『

ω丘仲間
NO〈
2
5
の
o--025と
を
起
草
す
る
と
、
こ
れ
に
劃
す
る
稿
一
夜
線
所
の
改
訂
と
銀
行

(

臼

)

園
の
字
句
修
正
を
へ
て
、
牧
解
瞳
款
暫
行
章
程
が
翌
年
五
月
一
六
日
に
決
定
し
た
。

こ
の
章
一
程
は
「
暫
行
」
と
い
い
な
が
ら
、
以
後
そ
の
ま
ま
嬰
更
な
く
施
行
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
骨
子
は
、
納
税
を
う
け
つ
け
る
銀
行
、
す

な
わ
ち
借
款
契
約
に
い
う
「
外
園
銀
行
の
認
可
す
る
存
款
慮

2
4
O
E
O
-
2
)」
を
、

原
則
と
し
て
中
園
銀
行
と
さ
だ
め

同
行
に
聞
か
れ
た

盟
税
牧
入
口
座
か
ら
、
外
園
銀
行
の
同
名
口
座
に
純
牧
入
を
ふ
り
か
え
る
と
い
う
手
順
に
あ
る
。
そ
の
た
め
と
く
に
盟
税
の
ば
あ
い
、
納
税
を

う
け
つ
け
る
中
園
銀
行
お
よ
び
そ
の
他
の
銀
行
を
総
稀
し
て
、

牧
款
銀
行
(
。
。
辛
口
包
括
∞
向
島
町
O『
E
F
5
4
2
5
)、
外
園
銀
行
を
解
款
銀
行

(
同

Nog-〈
E
岡

田

2
5
と
い
う
。
牧
款
銀
行
の
盟
税
枚
入
口
座
は
一
九
一
四
年
二
月
、
稽
該
総
所
の
命
令
で
公
式
に
稽
該
分
所
の
管
理
下
に
お
か



(

山

田

)

れ
、
そ
の
口
座
の
金
銭
は
、
経
協
理
で
な
け
れ
ば
手
を
ふ
れ
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
総
牧
入
と
純
牧
入
の
差
額
を
な

す
行
政
経
費
の
支
給
月
額
は
、
総
所
が
さ
だ
め
、
そ
の
額
を
牧
款
銀
行
が
盟
税
牧
入
口
座
か
ら
各
医
瞳
政
経
費
口
座
(
巴
号

E
r
r
-
N
0
4
8
5

何
者
。
回
目
〉
円
円

O
E
C
へ
ふ
り
か
え
る
こ
と
と
し
、
こ
の
口
座
か
ら
の
ひ
き
だ
し
も
、
分
所
鰹
協
理
の
擢
限
と
な
る
。
要
す
る
に
牧
款
銀
行
や
瞳

ハ
印
)

運
使
が
、
任
意
に
盟
税
牧
入
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
て
牧
款
銀
行
と
解
款
銀
行
が
、
盟
税
の
牧
支
を
う
け
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
そ
れ
だ
け
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ

こ
で
同
時
に
懸
案
と
な
っ
て
い
た
の
が

ωで
あ
る
。
具
瞳
的
に
い
う
な
ら
、
盟
税
牧
入
を
い
か
な
る
貨
幣
で
う
け
と
り
、
迭
金
す
る
か
で
あ
っ

た
。
デ
l
ン
は
一
九
二
二
年
一

O
月
二
五
日
の
意
見
書
で
、

盟
税
を
「
現
地
通
貨

(
Z
S
ご
5
3
5己
で
支
排
う
と
こ
ろ
で
は
、

ま
ず
中
園
銀

行
と
解
款
銀
行
と
の
分
携
が
必
要
だ
っ
た
事
情
が
う
か
が
え
る
。

し
か
る
の
ち
同
二
行
は
外
園
銀
行
が
問
題
な
く
受
領
で
き
る
通
貨
に
換
え
る
こ
と
」
を
提
案
し
て
お
り
、
牧
款
銀

か
れ
が
こ
の
よ
う
に
提
案
し
た
の
は
、
善
後
借
款
が
合
意
さ
れ
た
と
き
、

行
・
変
通
銀
行
に
支
携
い
、

「
盟
税
は
銀
雨
・
銅
鎮
で
課
税
評
債
さ
れ
て
い
た
が
、
各
省
関
あ
る
い
は
同
一
省
内
で
異
な
る
銀
雨
が
存
在
し
て
」
お
り
、

「
贋
東
・
湖
南
・

-101ー

四
川
・
東
三
省
な
ど
で
は
、

し
、
外
園
銀
行
は
篠
約
港
の
貨
幣
や
迭
金
は
く
わ
し
く
と
も
、

(
侃
〉

る。

債
値
の
低
落
し
た
省
設
行
の
紙
幣
や
軍
用
票
が
大
量
に
流
通
し

盟
税
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
た
」
の
に
劃

「
遠
隔
の
省
や
内
陸
の
朕
況
に
は
、

さ
ほ
ど
通
じ
て
い
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ

銀
行
圏
は
存
儲
及
陸
寄
盟
款
暫
行
章
程
の
提
案
と
あ
わ
せ
て
、
紙
幣
の
債
値
下
落
が
も
っ
と
も
深
刻
だ
っ
た
贋
東
を
例
に
あ
げ
、
牧
款
銀
行

か
ら
解
款
銀
行
へ
の
純
牧
入
の
ふ
り
か
え
は
、

(

釘

)

た
。
聾
税
牧
入
を
上
海
に
あ
つ
め
る
の
は
、
銀
行
圏
が
最
終
的
に
借
款
の
元
利
排
い
に
あ
て
る
た
め
で
あ
り
、
金
建
て
外
債
に
劃
す
る
中
園
の

(
m
m
〉

元
利
排
い
は
、
上
海
南
で
掛
躍
す
る
の
が
慣
例
で
、
諮
問
後
借
款
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
慶
州
や
牛
荘
な
ど
、
解
款
銀
行
が
牧
款
銀
行
と
近
接

後
者
が
受
理
で
き
る
貨
幣
と
し

そ
れ
を
各
地
適
宜
、

稽
一
該
総
所
が
指
定
す
る
よ
う
も
と
め

す
る
僚
約
港
な
ら
、
金
建
て
へ
の
幾
換
を
外
園
銀
行
の
業
務
に
ふ
く
み
つ
つ
、
外
園
の
貨
幣
を
う
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
河
東
や
揚
州
の

101 

よ
う
に
、
外
園
銀
行
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
も
無
理
な
の
で
、
銀
行
圏
は
牧
款
銀
行
か
ら
の
、
迭
金
を
上
海
雨
建
て
で
行
な
う
よ
う



102 

(

伺

)

〈

叩

)

希
望
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
お
お
む
ね
承
認
を
う
け
、
牧
解
盟
款
暫
行
章
程
第
三
篠
・
第
四
僚
に
明
記
さ
れ
た
。

そ
う
な
る
と
こ
れ
に
針
醸
し
て
、
牧
款
銀
行
か
ら
の
盟
税
牧
入
の
迭
金
を
園
滑
に
、
過
誤
な
く
す
す
め
る
の
が
、
稽
一
核
所
の
任
務
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
純
牧
入
が
「
現
地
の
牧
款
銀
行
か
ら
中
園
銀
行
上
海
支
庖
へ
、
つ
い
で
同
行
か
ら
上
海
の
銀
行
圏
銀
行
へ
、
と
順
次
、
途

(

九

)

ま
た
交
換
比
率
や
送
金
手
数
料
な
ど
を
一
示
す
解
款
愚
皐
(
可

g乱
。
吋
〈
o
c
n
r
o
H
〉
」
が
導
入
さ
れ
た
。
総
所
は
盟

金
さ
れ
る
各
段
階
を
記
録
し
、

税
徴
牧
に
あ
た
る
分
所
か
ら
、
月
三
回
、
各
地
の
牧
入
額
や
各
種
貨
幣
の
交
換
比
率
第
動
の
情
報
を
徴
し
た
う
え
で
、
全
瞳
を
み
わ
た
し
て
純

(

η

)

 

牧
入
迭
金
に
か
か
わ
る
指
示
を
あ
た
え
る
。
こ
の
解
款
湿
皐
は
貫
際
の
迭
金
で
、
そ
う
し
た
指
示
が
ま
ち
が
い
な
く
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
、

確
認
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
記
入
さ
れ
た
事
項
、
な
か
ん
ず
く
貨
幣
の
交
換
比
率
を
、
総
所
が
否
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(

η

)

 

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
レ
う
か
ら
、

事
例
は
、

レ
か
に
稽
核
所
の
情
報
牧
集
と
監
査
が
徹
底
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
嘗
時
の
雑
多
な
貨
幣
を
そ
の
ま
ま
、
逐
一
み
と
め
て
割
腹
す
る
の
は
や
は
り
不
可
能
だ
っ
た
。
最
終
的
に
上
海
で
上
海

雨
に
換
算
、
統
一
し
て
外
園
銀
行
に
ひ
き
わ
た
す
以
上
、

そ
こ
ま
で
の
過
程
で
も
、

た
と
え
現
賓
の
う
け
わ
た
し
は
各
地
で
多
種
多
様
な
貨
幣

ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
牧
款
銀
行
の
瞳
税
う
け
と
り
、

内
，
白nu 

yよ

を
使
用
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
比
較
劃
照
す
る
基
準
は
、

つ
ま
り
盟

税
牧
入
口
座
へ
の
ふ
り
こ
み
を
い
か
な
る
貨
幣
で
行
な
う
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
と
き
盟
税
と
り
た
て
に
使
わ
れ
た
貨
幣
は
、

た
し
か
に
地
方
に
よ
っ
て
千
差
寓
別
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

い
か
ほ
ど

課
税
す
る
か
を
評
慣
す
る
貨
幣
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
算
出
さ
れ
た
課
税
額
の
支
排
に
は
、
多
く
の
ば
あ
い
共
通
し
て
、
そ
の
貨
幣
で
な

む
し
ろ
各
省
首
局
の
信
用
で

流
通
し
た
貨
幣
だ
っ
た
か
ら
、
相
互
が
等
債
で
通
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
貼
は
ほ
か
の
貨
幣
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
銀

く
、
銀
元
が
使
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
銀
元
と
い
っ
て
も
、
民
園
成
立
嘗
初
は
品
質
も
ま
ち
ま
ち
で
、

元
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
銀
行
圏
の
も
と
め
る
上
海
南
や
、
揚
州
で
基
準
と
な
っ
て
い
た
漕
卒
雨
な
ど
を
も
ち
い
る
よ
う
主
張
す
る
意
見
も
つ

(

九

)

よ
か
っ
た
。
し
か
し
銀
雨
は
名
目
上
の
単
位
に
す
ぎ
ず
、
現
買
に
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
の
は
銀
元
だ
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
揚
子
江
流
域
で

(

沌

〉

そ
れ
が
顛
著
だ
っ
た
こ
と
、
北
京
政
府
財
政
の
舎
計
は
、
は
じ
め
か
ら
ほ
と
ん
ど
銀
元
建
て
で
、
盟
税
篠
例
の
規
定
も
そ
れ
に
も
と
‘
、
つ
い
て
い



さ
ら
に
折
し
も
園
幣
篠
例
の
公
布
な
ど
、
北
京
政
府
が
銀
元
を
本
位
貨
幣
と
す
る
意
思
を
表
明
し
、
具
瞳
的
に
動
き
出
し
て
い
た
こ

(

行

〉

と
に
も
鑑
み
て
、
デ
l
ン
は
銀
元
の
採
用
に
ふ
み
き
っ
た
。

(
刊
川
〉

た
こ
と
、

園
幣
燦
例
に
も
と
づ
き
護
行
さ
れ
た
愛
世
凱
銀
元
は
、
周
知
の
よ
う
に
そ
の
後
、
各
地
で
現
地
通
貨
を
騒
逐
し
つ
つ
、
省
の
範
囲
を
こ
え
て

(

m
巾

)

普
及
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
護
端
に
は
、
そ
れ
が
護
行
の
は
じ
め
か
ら
、
瞳
税
に
割
腹
し
て
い
た
と
い
う
事
賓
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
辛
亥

(

乃

)

革
命
前
後
、
省
内
の
み
に
通
用
す
る
濁
自
の
紙
幣
を
接
行
す
る
に
あ
た
り
、
各
省
政
府
が
み
ず
か
ら
掌
握
し
た
盟
税
枚
入
を
準
備
と
し
て
い
た

ま
さ
し
く
封
際
的
な
現
象
を
な
す
。
瞳
に
直
接
封
臆
し
た
徴
税
の
中
央
統
轄
、
そ
の
税
牧
の
保
管
・
迭
金
網
の
全
園
化
に
裏
打
ち
さ
れ

て
、
実
世
凱
銀
元
と
こ
れ
を
あ
っ
か
う
中
園
銀
行
と
は
、
中
圏
全
土
を
封
象
と
す
る
通
貨
、
そ
し
て
金
融
機
関
と
な
り
う
る
素
地
を
か
た
め
た

(
卸
〉

の
で
あ
っ
た
。

の
と
、「

先
課
後
瞳
」
「
就
場
徴
税
」
を
も
っ
て
一
本
化
し
た
盟
税
徴
牧
、
牧
款
銀
行
・
解
款
銀
行
で
構
成
、
全
園
規
模
で
盟
系
化
さ
れ
た
盟
税
牧

入
の
保
管
・
迭
金
、
案
世
凱
銀
元
で
一
元
化
さ
れ
た
使
用
貨
幣
。
た
し
か
に
例
外
は
な
お
少
な
か
ら
ず
残
存
す
る
け
れ
ど
も
、
以
上
の
「
員
の

(
町
田
〉

改
革
」
が
ひ
と
と
お
り
そ
ろ
っ
て
、
各
省
に
闘
し
て
い
た
盟
税
政
入
は
一
轄
、
中
央
が
把
握
、
専
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
稽
一
板
所
設
立
の
成
果
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も
眼
に
み
え
る
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
清
末
の
推
計
で
多
く
と
も
年
一
五

O
O高
雨
だ
っ
た
中
央
の
盟
税
牧
入
は
、

ま
も
な
く
六

O
O

O
寓
元
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
。

四

瞳

除

と

裁

留

か
く
し
て
増
加
し
た
瞳
税
牧
入
は
善
後
借
款
を
は
じ
め
、

そ
れ
を
元
利
排
い
に
あ
て
る
す
べ
て
の
債
務
を
ま
か
な
っ
て
、
ゅ
う
に
あ
ま
り
あ

っ
た
。
こ
の
あ
ま
り
を
盟
税
徐
款
、
略
し
て
盟
徐
と
い
う
。
中
園
側
も
外
園
側
も
こ
れ
ほ
ど
の
増
牧
は
、
ま
っ
た
く
議
想
し
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
善
後
借
款
契
約
に
は
、
そ
れ
が
う
み
だ
す
事
態
に
劃
躍
す
る
具
瞳
的
な
規
定
は
な
く
、
盟
除
が
生
じ
た
ば
あ
い
、
こ
れ
を
「
中
園
政
府
の

一
般
用
途
に
使
用
で
き
る
」
と
い
う
の
み
だ
っ
た
。
そ
こ
で
疑
問
と
し
て
、
盟
徐
が
生
じ
る
か
ど
う
か
を
、
み
き
わ
め
る
の
は
だ
れ
か
、
盟
徐

103 



104 

単位元

年次 |純 牧 入 |債務履行額 北京政府交付額 |各省裁留額

1913 11，471，242 

1914 60，409，675 21，106，573 31，304，818 

1915 69，277，536 34，599，082 27，024，256 498，804 

1916 72，440，559 24，911，905 40，358，657 11，867，528 

1917 70，627，249 8，513，396 61，116，428 7，496，942 

1918 71，565，520 4，165，116 56，125，290 15，635，864 

1919 80，606，503 11，621，762 48，842，241 26，341，208 

1920 79，064，103 13，876，157 40，108，068 23，911，811 

1921 77，987，838 5，526，331 52，060，237 18，414，094 

1922 85，789，049 8，029，563 47，193，233 31，668，450 

1923 79，545，102 9，492，167 41，543，564 30，207，249 

1924 70，544，475 8，110，864 31，256，935 33，466，575 

1925 73，634，425 8，642，166 32，935，633 33，029，660 

1926 64，287，618 9，073，567 8，868，289 47，671，781 

臨税枚入とその分配 (1913-1926)第 1表

資料:Adshead， Modernization 01 the Chinese Salt Administration， p.100. 

『中園近代盤務史資料選綿J450頁。

が
あ
る
な
ら
、

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

「
中
園
政
府
」
に
ひ
き
わ
た
す
の

ご
般
用
途
」
と
は
、
具
鐙
的
に
は
何
か
、
と
い
う
三
貼
が
う
か

ん
で
く
る
。
こ
れ
ら
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
外
園
と
中
園
、
中
央
と
地

iJ、方
と
の
あ
い
だ
で
重
大
な
問
題
と
な
る
。

も

っ
と
も
容
易
に
合
意
を
み
た
の
は
、
第

一
酷
で
あ
る
。
善
後
借
款

契
約
第
五
僚
に
よ
る
と
、

「
盟
税
措
保
の
借
款
の
優
先
権
を
守
る
」
義

務
が
あ
り

そ
の
た
め
に
「
中
園
政
府
瞳
税
牧
入
口
座
か
ら
資
金
を
ひ

き
だ
す
権
限
を
も
っ
て
い
た
」

の
は
、

稽
該
総
所
総
曾
掛
だ
っ
た
の

で

「
徴
牧
さ
れ
た
盟
税
牧
入
が
、
盟
税
権
保
の
債
務
を
ま
か
な
う
に

-104一

十
分
か
ど
う
か
、
中
園
政
府
の
一
般
用
途
に
利
用
で
き
る
盟
除
が
あ
る

なか
かど
っ う
た82か
。)の

問
題
を
決
定
す
る
Lー

の
も

お
の
ず
か
ら
か
れ
ら
の
ほ
か

か
く
し
て
総
曾
加
は
質
質
上
、
盟
税
牧
入
を
ど
れ
だ
け

い
か
な
る

使
途
に
あ
て
る
か
の
判
断
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
が
、
デ

l
ン
は
つ
と
め
て

こ
れ
を
中
園
の
貫
情
に
あ
わ
せ
て
慮
置
し
た
。
前
節
末
尾
に
と
り
あ
げ

た
銀
元
の
問
題
も
、

じ
つ
は
そ
れ
に
相
首
す
る
。
外
園
銀
行
は
す
べ
て

の
盟
税
牧
入
を
上
海
南
に
お
き
か
え
て

上
海
に
迭
金
す
る
よ
う
も
と

め
て
い
た
の
に
封
し
、
デ
l
ン
は
即
時
そ
う
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断

し
た
。
盟
税
牧
入
の
う
ち
元
利
梯
い
の
た
め
、

上
海
へ
迭
金
し
な
け
れ



ば
な
ら
ぬ
割
合
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
I
ン
が
銀
元
を
瞳
税
に
採
用
し
た
の
は
、

つ
ま
り

E
額
の
盟
徐
が
出
て
、
徴
牧
し
た
貨
幣
の
ま
ま
徴
牧
し
た
地
熱
に
と
ど
ま
る
可
能
性
を
み
こ

(

回

〉

そ
う
し
た
事
情
も
考
え
あ
わ
せ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
稽
一
板
所
の
権
限
強
化
と
措
置
と
を
、
外
園
側
は
好
意
向
に
み
て
い
た
け
れ
ど
も
、
借
款
の
元
利
燐
い
の
確
保
だ
け
は
譲
れ
な
い
一

線
だ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
盟
税
牧
入
が
増
加
す
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
銀
行
圏
は
元
利
排
い
に
足
る
金
額
を
獲
得
す
る
と
同

時
に
、
将
来
こ
れ
が
確
保
で
き
な
く
な
る
事
態
に
そ
な
え
、
別
に
準
備
金
負
2
0
3
0
)
の
備
蓄
を
き
め
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
盤
税
牧
支
の
決

算
が
で
て
黒
字
が
生
じ
る
た
び
、

そ
の
う
ち
い
か
ほ
ど
を
、
銀
行
圏
の
準
備
金
に
く
り
い
れ
た
の
ち
、
盟
除
と
し
て
中
園
側
に
ひ
き
わ
た
す
の

か
が
、
総
合
械
と
銀
行
圏
と
の
あ
い
だ
で
協
議
さ
れ
る
。
デ
l
ン
は
一
貫
し
て
北
京
政
府
に
左
担
し
た
た
め
、

し
ば
し
ば
外
国
側
と
封
立
せ
ざ

一
九
一
六
年
に
は
、
横
演
正
金
銀
行
と
イ
ン
ド
シ
ナ
銀
行

(
E
Z
5
含

己

E
0

・。r5
0〉

(
剖
〉

に
よ
る
盟
徐
ひ
き
わ
た
し
の
中
断
と
い
う
事
態
さ
え
、
生
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

る
を
え
な
か
っ
た
。
雨
者
の
意
見
が
お
り
あ
わ
ず
、

そ
れ
で
も
こ
の
劉
立
は
、
深
刻
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
準
備
金
は
多
い
と
き
で
も
、

一
千
高
元
前
後
で
、
盟
税
牧
入
金
憧
か
ら

-105ー

す
れ
ば
そ
の
何
分
の
一
か
に
す
ぎ
ず
、

一
九
二

0
年
代
に
は
、

ほ
ぼ
一
割
の
七

O
O寓
元
に
ま
で
下
落
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
重
大
だ

っ
た
の
は
、
中
圏
内
で
盟
払
駄
を
い
か
に
分
配
す
る
か
に
あ
っ
た
。
上
に
し
め
し
た
疑
問
貼
で
い
え
ば
、
第
二
の
、
ひ
き
わ
た
す
「
中
園
政
府
」

の
質
瞳
と
は
何
で
あ
り
、
第
三
の
、
そ
の
「
一
般
用
途
」
と
は
何
を
さ
す
の
か
、
で
あ
る
。
稽
一
核
所
か
ら
み
れ
ば
嘗
初
の
う
ち
、
疑
問
の
徐
地

「
中
園
政
府
」
と
は
北
京
政
府
の
ほ
か
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
ひ
き
わ
た
し
た
あ
と
の
瞳
徐
を
ど
う
使
う
か
な
ど
、
か
れ
ら
の

(

邸

)

「
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
」
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
盟
徐
を
う
け
と
る
主
瞳
と
そ
の
使
途
が
、
稽
核
所
と
ま

っ
た
く
無
関
係
だ

っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
善
後
借
款
で
豊
富
な
資
金
を
え
た
蓑
世
凱
は
、
箪
事
力
を
つ
よ
め
、
第
二
革
命
を
鎮
定
し
、
中
央
集

権
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
瞳
税
か
ら
み
る
な
ら
、
亥
世
凱
が
軍
資
金
を
え
る
た
め
善
後
借
款
を
と
り
つ
け
、
善
後
借
款
の
強
制
力
が
盤
税
中
央

主
主
、
っ
こ
o

b
u・
サ
t
A
μ

争
j

化
の
端
緒
を
つ
く
り
、
中
央
に
あ
が
る
税
牧
が
増
加
し
た
こ
と
で
、

か
れ
の
権
力
は
い
っ
そ
う
つ
よ
ま
り
、

そ
の
た
め
さ
ら
な
る
盟
税
統
一
の

105 

買
が
あ
が

っ
て
ゆ
く
、

と
い
う
因
が
果
と
な
り
、

ま
た
果
が
因
と
な
る
過
程
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
趨
勢
は
、
第
三
革
命
で
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頓
挫
を
き
た
す
。
こ
こ
で
デ
l
ン
と
稽
核
所
も
、
盟
除
の
問
題
を
み
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

第
二
節
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
は
、
稽
一
夜
所
の
設
立
に
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
デ
ー

ン
の
精
力
的
な
活
動
と
そ
の
め
ざ
ま
し
い
成
果
は
、

イ
ギ
リ
ス
蛍
局
者
に
と
っ
て
は
う
れ
し
い
誤
算
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
と
き
か
れ
ら

一
九

一
三
年
嘗
時
、
稽
一
核
所
設
立
の
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
か

(

郎

山

)

ど
う
か
は
、「
主
と
し
て
各
省
政
府
の
善
意
公

Z
問。。
ι
d
i
-
-
o四
件

Z
-
J
0
2ロ
巳
色
。
。
三
回
)
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
か
れ
ら
が
判
断
し
た
の
は
、

を
し
て
憂
慮
せ
し
め
た
要
素
が
、

そ
れ
で
一
掃
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

よ
し
ん
ば
関
税
牧
入
と
完
全
に
同
じ
機
構
が
盟
税
に
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
従
来
、
各
省
の
掌
中
に
あ
っ
た
盤
税
牧
入
を
、
中
央
が

す
べ
て
と
り
あ
げ
る
に
ひ
と
し
く
、
各
省
政
府
が
こ
れ
に
反
躍
す
る
の
は
必
至
だ
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
責
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
は
あ
っ

(
釘
)

た
が
、
盤
税
の
中
央
集
中
が
首
初
の
う
ち
、
ま
が
り
な
り
に
も
達
成
さ
れ
た
原
因
は
、
っ
き
つ
め
て
考
え
る
と、

蓑
世
凱
の
軍
事
力
に
よ
る
と

(

m

∞) 

こ
ろ
が
大
き
い
。
蓄
中
園
の
財
政
が
何
よ
り
も
、
軍
隊
を
養
う
目
的
で
運
営
さ
れ
た
こ
と
賛
言
を
ま
た
な
い
が
、
そ
れ
が
こ
の
ば
あ
い
い
っ
そ

う
額
著
で
あ
る
。
あ
る
地
方
に
劃
す
る
蓑
世
凱
の
軍
事
支
配
の
浸
透
の
強
弱
が、

-106ー

そ
こ
で
の
盟
税
牧
入
の
中
央
化
と
地
方
化
と
の
岐
路
を
な
し

(
的
)

た
。
元
来
そ
れ
が
微
弱
だ
っ
た
四
川
や
雲
南
な
ど
内
陸
部
で
は
、
往
々
に
し
て
瞳
税
牧
入
が
中
央
に
お
く
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
第
三
革
命
を
契

機
に
、
そ
う
し
た
形
勢
は
内
陸
部
で
劇
化
し
た
ば
か
り
か
、
ほ
か
の
地
方
に
も
ひ
ろ
が
る
。
一
九

一
六
年
以
前
、
愛
世
凱
の
軍
事
力
強
化
と
盟

税
集
中
と
が
因
果
あ
い
ま
っ
て
進
行
し
て
い

っ
た
の
と
ち
ょ
う
ど
逆
に
、
そ
れ
以
降
は
地
方
軍
閥
の
勢
力
増
大
と
盟
除
裁
留
と
が
因
果
あ
い
ま

っ
て
進
行
し
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
デ
l
ン
と
稽
該
所
は
、
あ
え
て
さ
か
ら
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
か
れ
ら
が
と
っ
た
態
度
は
、
北
京
政
府
へ
の
牧
入
は

犠
牲
に
し
て
で
も
、
稽
該
所
制
度
の
骨
格
を
く
ず
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
、
各
地
の
稽
按
分
所
は
、
現
地
の
軍
閥
と
個
別
に
折
衝
し
、
そ
の
要

求
に
臆
じ
て
一
定
の
盟
税
牧
入
を
ひ
き
わ
た
す
の
と
ひ
き
か
え
に
、

か
れ
ら
か
ら
稽
一
核
分
所
の
瞳
税
行
政
に
劃
す
る
不
干
渉
を
獲
得
し
よ
う
と

し
た
。
デ
l
ン
や
か
れ
の
後
縫
者
た
ち
が
こ
う
し
た
取
引
的
な
牧
拾
の
つ
け
か
た
を
し
た
の
は
、
軍
閥
割
擦
が
進
行
す
る
か
た
わ
ら
、
盟
払
駄
が

ま
す
ま
す
増
加
し
て
い

っ
た
情
勢
に
、
直
接
の
理
由
が
あ
る
。



関
税
牧
入
は
民
園
以
前
の
劉
外
債
務
を
履
行
す
る
た
め
、
毎
年
そ
の
全
額
を
投
じ
て
き
た
が
、
折
か
ら
の
銀
債
騰
貴
で
よ
う
や
く
徐
裕
が
生

(

m
別

)

じ
た
。
そ
こ
で
一
九
一
七
年
七
月
、
善
後
借
款
の
元
利
排
い
も
、
契
約
第
四
僚
に
し
た
が
っ
て
、
関
税
牧
入
か
ら
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り

瞳
税
牧
入
と
は
ま
っ
た
く
分
離
し
て
し
ま
っ
た
。
瞳
税
牧
入
が
ま
か
な
う
債
務
も
、
そ
れ
に
と
も
な
い
半
分
な
い
し
は
三
分
の
一
に
ま
で
減
少

し
、
盟
徐
が
そ
の
分
ふ
え
る
わ
け
で
あ
る
。
中
央
の
統
制
か
ら
離
脱
し
は
じ
め
た
地
方
軍
閥
が
、
こ
れ
を
み
の
が
す
は
ず
は
な
か
っ
た
。

各
省
の
盟
税
牧
入
の
裁
留
は
、
明
白
な
善
後
借
款
契
約
へ
の
違
背
で
あ
っ
て
、

そ
の
つ
ど
外
園
側
も
抗
議
し
た
が
、
善
後
借
款
そ
の
も
の
が

盟
税
牧
入
と
無
関
係
に
な
っ
て
は
、
そ
の
説
得
力
は
乏
し
く
な
っ
た
し
、
盟
税
牧
入
に
劃
す
る
外
園
側
の
、
と
く
に
債
権
者
と
し
て
の
利
害
関

(

m
乱
〉

係
も
、
そ
れ
に
比
例
し
て
減
少
し
た
か
ら
、
裁
留
が
お
こ
っ
て
も
、
そ
れ
に
劃
す
る
外
閣
の
積
極
的
な
干
渉
は
、
も
は
や
の
ぞ
め
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
勲
、
関
税
牧
入
の
ば
あ
い
と
ま
さ
に
劃
際
的
で
あ
る
。
地
方
軍
閥
の
武
力
を
抑
止
す
る
だ
け
の
外
園
の
干
渉
も
、
中
央
の
軍
事
力
も

な
い
以
上
、
丸
腰
で
現
地
に
孤
立
す
る
稽
一
核
分
所
は
、
そ
の
脅
威
に
直
面
す
る
と
、
そ
の
た
び
濁
力
で
解
決
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
m出
)

す
こ
し
事
情
は
異
な
る
が
、
慶
州
や
潮
州
の
よ
う
に
、
分
所
そ
の
も
の
の
閉
鎖
の
お
そ
れ
す
ら
あ
っ
た
か
ら
、
軍
閥
と
の
衝
突
を
未
然
に
防
ぐ

に
は
、
臨
血
徐
を
北
京
で
は
な
く
、
現
地
の
軍
閥
に
ひ
き
わ
た
す
し
か
な
か
っ
た
。
い
っ
た
い
財
政
牧
入
を
軍
費
に
使
う
駐
で
、
北
京
政
府
も
地

い
わ
ば
あ
り
あ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
軍
事
力
の

107ー

方
軍
閥
も
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
し
、
瞳
徐
は
そ
れ
に
優
先
す
る
使
途
を
も
た
ず
、

優
勢
な
ほ
う
に
そ
れ
が
流
れ
る
の
も
、
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
軍
閥
も
確
賓
に
軍
費
を
獲
得
す
る
た
め
、
数
率
の
高
い
徴
税
を
行
な
う
稽

〈

m
m
)

一
核
所
を
生
か
し
て
、
利
用
す
る
ほ
う
が
む
し
ろ
得
策
だ
と
考
え
た
か
ら
、
瞳
徐
を
獲
得
で
き
る
か
ぎ
り
、
稽
一
核
所
そ
の
も
の
に
介
入
し
よ
う
と

は
し
な
か
っ
た
。

保
し
よ
う
と
つ
と
め
た
の
は
営
然
で
、

も
ち
ろ
ん
北
京
政
府
も
、
扶
手
傍
観
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
寅
質
的
な
財
源
と
い
え
ば
、
こ
の
盟
徐
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
確

一
九
一
七
年
前
後
よ
り
し
き
り
に
、
内
外
の
銀
行
か
ら
短
期
借
款
の
か
た
ち
で
盟
徐
を
先
取
り
し
、
そ

れ
が
ゆ
き
づ
ま
っ
た
一
九
二
二
年
に
は
、
奮
債
を
一
括
し
て
整
理
す
ベ
く
、
九
六
公
債
を
護
行
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
も
う
手
遅
れ
だ
っ
た
。
地
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方
軍
閥
の
裁
留
が
す
で
に
常
態
化
し
、
瞳
徐
が
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な
い
あ
り
さ
ま
で
は
、
新
規
の
借
入
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
九
六
公
債
の
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元
利
幼
い
す
ら

(
山
間
〉

不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

事
態
は
年
を
逐
う
に
つ
れ
、

は
な
は
だ
し
く
な
る
ば
か
り
だ

っ
た
。

一
九
二
五
年
は
じ
め
、

さ
す
が
に
情
勢
を
み
か
ね
た
稽
一
核
線
所
舎
樹
ウ

ィ
ル
ト
ン

(ω
一円切円

Z
M件
。
・
巧
ニ
ぎ
と
は
、

地
方
軍
閥
が
盟
税
を
裁
留
で
き
な
い
よ
う
に

盟
一
商
の
納
税
を
「
上
海
の
租
界
に
あ
る
銭
荘
あ
て

局
替
で
」
行
な
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
銀
元
だ
て
で
「
現
地
通
貨
か
、
現
地
の
銀
行
あ
て
手
形
」
を
も
っ
て
納
税
し
た
た
め
、
税

牧
が
現
地
の
銀
行
に
あ

っ
て
裁
留
の
針
象
と
な

っ
た
が
、
租
界
な
ら
「
中
園
蛍
局
の
手
は
と
ど
か
な
い
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
閥
は
こ

れ
に
劉
抗
し
て
、
闘
が
集
積
さ
れ
る
倉
庫
を
占
援
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
。
納
税
と
ひ
き
か
え
の
秤
放
と
い
う
稽
一
核
所
の
盟
税
徴
牧
の
原
則
か
ら

す
れ
ば
、
倉
庫
が
お
さ
え
ら
れ
て
は
、
瞳
一商
に
と
っ
て
は
盟
そ
の
も
の
が
搬
出
で
き
な
く
な
り
、
稽
一
核
分
所
に
と
っ
て
は
税
そ
の
も
の
が
徴
牧

で
き
な
く
な
る
。
け

っ
き
ょ
く
ウ
ィ
ル
ト
ン
は
軍
閥
と
妥
協
し、

蓄
来
の
や
り
か
た
に
た
ち
も
ど
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

北
京
政
府
の
瞳
除
牧
入

〈

M
m
)

か
く
し
て
「
各
省
政
府
の
善
意
に
か
か
っ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
稽
核
所
設
立
か
ら
十
年
あ
ま
り
、
イ
ギ
リ

の
入
手
は
、

ス
首
局
者
は
そ
の
年
月
を
へ
て
、
奇
し
く
も
各
省
の
「
善
意
に
」
依
存
す
る
中
央
政
府
と
い
う
ま
っ
た
く
同
じ
言
を
、

ふ
た
た
び
書
き
記
さ
ね

-108ー

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
躍
税
牧
入
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
、

た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
民
園
初
年
の
各
省
分
立
の
再
現
だ
と
い
い

か
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

お

オっ

り

し
か
し
な
が
ら
民
園
の
政
治
経
済
犠
造
と
い
う
い
っ
そ
う
ひ
ろ
い
文
脈
か
ら
み
た
ば
あ
い、

ま
っ
た
く
の
再
現
と
は
い
い
が
た
い
。
首
時
の

吠
況
は
、
民
園
成
立
時
の
盟
税
裁
留
と
け

っ
し
て
同
質
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
一
一
一一
年
と
同
じ
措
辞
で
、
北
京
政
府
の
盟

税
牧
入
が

「
各
省
政
府
の
善
意
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
表
現
し
た
、
嘗
の
イ
ギ
リ
ス
嘗
局
者
の
態
度
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

盤
徐
被
留
は
一
九
二
五
年
末
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
頂
貼
に
達
す
る
。
二
五
年
に
は
ほ
と
ん
ど
の
省
で
裁
留
が
行
な
わ
れ
、
北
京
政
府
に
入

る

「
手
つ
か
ず
の
」
盤
除
は
三
千
寓
元
あ
ま
り
、
揚
州
の
一
七

O
O菌
元
と
天
津
の
二
ニ
O
O高
元
だ
っ
た
。

と
こ

ろ
が
年
が
更
ま
る
と
、
江



蘇
督
耕
孫
俸
芳
、

つ
い
で
直
隷
督
燐
祷
玉
撲
が
、
わ
ず
か
こ
の
二
カ
所
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
瞳
税
政
入
も
裁
留
し
よ
う
と
の
掌
に
出

た
。
し
か
も
そ
れ
ま
で
は
裁
留
を
強
行
し
て
も
、
稽
核
分
所
そ
の
も
の
に
は
手
を
ふ
れ
な
い
、

い
わ
ば
黙
契
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ

の
と
き
の
天
津
で
は
、
軍
閥
は
そ
れ
す
ら
無
視
し

「
稽
核
分
所
を
追
放
し
、
瞳
倉
庫
を
お
さ
え
、

一商
人
か
ら
直
接
徴
税
を
行
な
っ
」
た
。
さ

「
瞳
税
措
保
の
借
款
に
劃
す
る
最
後
の
保
護
を
破
壊
し
た
も
の
で
、
銀
行
圏
が
も
っ
七

O
O高
元
の
準
備
金

(
M
m
〉

以
外
に
、
債
券
保
有
者
と
債
務
不
履
行
の
あ
い
だ
を
遮
る
も
の
は
何
も
な
い
」
と
憂
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
。

す
が
に
イ
ギ
リ
ス
本
園
政
府
も
、

た
だ
し
こ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
嘗
局
者
た
ち
が
問
題
と
し
た
の
は
、
瞳
税
牧
入
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
直
接
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
、
盟

税
措
保
の
債
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
上
述
の
と
お
り
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
中
園
に
劃
す
る
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
利
害
は
、

(

m
別
〉

一
貫
し
て
「
自
由
貿
易
」
の
保
護
に
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
し
て
き
た
海
闘
の
維
持
に
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
海
聞
に
な
ら
っ
て
つ
く

一
九
世
紀
末
か
ら

ら
れ
た
稽
一
核
所
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
同
じ
原
理
で
機
能
す
る
海
闘
に
も
、
破
壊
が
波
及
し
か
ね
な
い
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
も
お
そ
れ
る
と
こ

(

m

m

)

 

ろ
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
と
る
べ
き
「
正
し
い
政
策
」
と
は
、
盟
税
「
牧
入
」
で
は
な
く
瞳
税
「
行
政
」
を
守
る
に
あ
っ
た
。
デ
l
ン
の
地
方

(

m

m

)

(

川
〉

軍
閥
と
の
妥
協
の
し
か
た
を
高
く
評
債
し
、
返
す
万
で
、
裁
留
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
ウ
ィ
ル
ト
ン
の
態
度
を
巌
し
く
批
剣
し
た
の
も
、
そ
の

-109ー

た
め
で
あ
る
。
二
六
年
五
月
に
は
、
外
相
チ
占
ン
パ
レ
ン

(ω
町

〉

E
Zロ
の

E
g
gユ
向
山
口
)
か
ら
「
舎
跡
に
も
っ
と
も
有
盆
な
の
は
、
瞳
税
枚
入

を
ど
う
使
う
か
各
省
嘗
局
と
十
分
な
協
議
を
す
す
め
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
劃
し
「
公
使
館
は
、
非
公
式
の
援
助
を
す
る
よ
う
」
訓
令
が

下
さ
れ
た
。
地
方
軍
闘
を
公
式
に
認
知
、
隼
重
す
る
こ
と
で
稽
該
所
の
存
績
を
は
か
り
、

(

川

)

策
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
を
通
じ
債
権
を
も
あ
わ
せ
て
守
ろ
う
と
す
る
政

つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
二
六
年
に
な
っ
て
、
北
京
政
府
よ
り
も
地
方
軍
閥
を
傘
重
す
る
方
針
に
轄
じ
た
。
北
京
を
中
央
政
府
と
し
て
重
ん

じ
、
北
京
政
府
支
持
を
織
り
込
ん
で
借
款
を
供
興
し
た
一
九
一

0
年
代
は
じ
め
の
態
度
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
そ
こ
に
大
な
る
懸
隔
が
あ
る
の

109 

に
気
づ
く
。
瞳
税
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
懸
隔
は
そ
の
ま
ま
、
清
末
か
ら
民
園
へ
の
襲
化
を
あ
ら
わ
す
と
み
て
き
し
っ
か
え
な
い
。
こ
れ
を

手
が
か
り
に
、
本
稿
の
論
旨
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
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わ
り
つ
け
、
そ
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、

清
朝
時
代
に
は
、
各
地
に
散
在
す
る
官
聴
は
す
べ
て
中
央
の
出
先
で
あ
り
、
そ
れ
ら
個
々
の
税
牧
に
射
し
、
必
要
な
支
出
を
個
別
に
中
央
が

地
方
蛍
局
が
牧
支
を
執
行
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
財
政
全
鐙
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
盟
税

牧
入
も
、

ほ
か
の
税
牧
と
何
ら
か
わ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
ハ

l
ト
と
張
之
洞
た
ち
と
の
意
見
の
封
立
は
、

て
そ
う
し
た
財
政
の
構
成
原
理
を
あ
ら
た
め
る
か
ど
う
か
、
を
争
貼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
清
朝
滅
亡
ま
で
、
全
韓
と
し
て
本
質
的
な
獲
化

っ
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
盟
税
に
お
い

が
な
か
っ
た
こ
の
原
理
で
は
、
中
央
と
地
方
は
そ
の
性
格
を
い
ち
じ
る
し
く
異
に
す
る
。
無
数
の
地
方
蛍
局
は
、

か
ぎ
ら
れ
た
現
地
の
範
囲
で

貫
際
に
金
銭
を
う
け
わ
た
し
し
、
牧
支
を
執
行
す
る
。
各
省
は
そ
の
管
轄
領
域
の
お
び
た
だ
し
い
牧
支
執
行
を
と
り
ま
と
め
、
軍
隊
を
養
い
治

安
を
維
持
し
、
中
央
に
直
接
の
責
任
を
負
う
。
こ
れ
に
封
し
、
そ
う
し
た
全
圏
各
地
の
牧
支
獄
況
を
一
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
み
わ
た
し
、
相
互

の
不
均
衡
を
是
正
す
ベ
く
、
各
省
を
動
か
す
の
が
中
央
の
役
割
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
中
央
の
指
示
に
そ
む
か
ず
、
帳
尻
が
あ
う
か
ぎ
り
、
地

方
竹
田
局
の
牧
支
執
行
は

い
わ
ば
ど
ん
な
形
態
を
と
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
課
税
の
劉
象
、
税
率
、
度
量
衡
、
貨
幣
な
ど
、

工
道

J

￥
9

・7
カ

/
可寸
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く
阻
税
を
典
型
と
す
る
牧
支
の
複
雑
き
わ
ま
り
な
い
地
方
差
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。

辛
亥
革
命
は
こ
の
中
央
が
事
質
上
、
消
滅
し
た
事
件
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
あ
た
か
も
統

一
を
た
も
っ
て
い
た
盟
税
の
牧
支
が
、
辛
亥
革
命
を

機
に
た
ち
ま
ち
各
省
に
分
属
し
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
従
来
も
各
地
任
意
の
形
態
を
と
り
え
て
レ
た
牧
支
執
行
が
、
に
わ
か
に
中
央
の
全
閣

規
模
の
最
終
調
整
が
失
わ
れ
て
、
各
省
が
と
り
ま
と
め
る
と
こ
ろ
ま
で
し
か
制
御
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し

っ
ぽ
う
北
京
に
は
、
中
央
の
形
骸
だ
け
が
残
さ
れ
た
。

外
園
側
は
形
骸
だ
と
十
分
に
承
知
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
ま
で
の
中
央
と
地
方
の
性
格
が

剣
然
と
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、

西
洋
的
な
中
央
政
府
と
し
て
あ
っ
か
え
る
も
の
は
、
北
京
し
か
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
裳
世
凱
は
外
園
側
の
そ

う
し
た
態
度
を
利
用
し
、
形
骸
に
寅
質
を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
。
雨
者
の
接
黙
に
う
ま
れ
た
の
が
盟
務
稽
一
核
所
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
通
じ
て

あ
た
え
ら
れ
た
寅
質
と
は
、
清
朝
中
央
の
復
活
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
清
朝
最
末
期
に
は
じ
ま
っ
た
中
央
の
麗
質
の
蹄
結
だ
と
い
っ

た
ほ
う
が
適
首
で
あ
る
。
稽
一
核
所
が
達
成
し
た
盟
税
に
か
か
わ
る
組
織
・
手
績
・
貨
幣
の
全
園
化
・
系
統
化
・
劃
一
化
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
盟

税
の
牧
支
は
、
北
京
が
集
中
し
て
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
規
模
と
手
段
は
ち
が
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
各
省
政
府
の
役
割
と
同
じ



北
京
も
各
省
も
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
側
面

で
、
雨
者
は
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
稽
一
核
所
創
設
嘗
-
一
初
、
盟
税
牧
入
の
大
部
分
が
北
京
政
府
に
は
い
っ
た
の
は
、
外
債

し
か
も
亥
世
凱
の
軍
事
力
が
他
を
座
し
て
強
大
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

で
あ
る
。
そ
し
て
軍
隊
を
養
う
た
め
の
財
政
だ
と
い
う
貼
で
も
、

の
元
利
排
い
、
そ
の
背
後
に
控
え
る
列
強
と
い
う
強
制
力
が
あ
り
、

の
前
提
が
な
く
な
れ
ば
、
北
京
に
盟
税
牧
入
が
は
い
る
傑
件
も
失
わ
れ
る
。
そ
れ
が
一
九
一
七
年
以
降
の
情
勢
で
あ
る
。
亥
世
凱
の
一
帝
制
運
動

の
挫
折
、
盟
税
措
保
の
封
外
債
務
の
減
少
。
こ
れ
ら
を
契
機
に
頻
渡
す
る
盤
徐
の
裁
留
は
、
北
京
と
各
省
と
い
う
同
じ
性
格
を
も
っ
勢
力
の
あ

い
だ
の
税
牧
争
奪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
じ
性
格
な
ら
、
責
力
あ
る
も
の
を
そ
の
買
力
ど
お
り
評
慣
す
る
。
地
方
軍
閥
傘
重
と
い
う
イ
ギ
リ
ス

の
方
針
轄
換
は
、
こ
う
し
た
事
態
の
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
。

た
だ
し
こ
こ
で
み
の
が
せ
な
い
の
が
、
盟
務
稽
一
核
所
の
存
在
で
あ
る
。
軍
閥
混
戦
と
盤
徐
裁
留
の
さ
な
か
も
、
稽
核
所
は
存
績
し
た
。
そ
れ

そ
れ
ぞ
れ
の
軍
閥
に
掃
し
た
と
は
い
え
、
清
末
民
園
初
の

は
全
園
的
な
瞳
税
徴
牧
機
構
の
保
存
を
一
意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
あ
が
る
税
牧
こ
そ
、

よ
う
に
各
省
政
府
が
、
堕
税
の
牧
支
執
行
そ
の
も
の
を
個
別
に
掌
握
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
全
園
の
盟
税
牧
入
が
ふ
た
た
び
畢

-111ー

一
の
政
府
に
集
中
す
る
の
も
、
あ
り
え
な
い
展
開
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
を
は
た
す
の
が
、
園
民
政
府
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
園
民
政
府

は
臨
税
を
再
統
一
す
る
に
あ
た
り
、
か
な
り
の
試
行
錯
誤
を
要
し
た
の
み
な
ら
ず
、

蓑
世
凱
の
と
き
と
は
異
な
る
設
想
と
手
法
を
も
っ
て
し

た
。
そ
れ
は
具
瞳
的
に
何
だ
っ
た
か
、
が
園
民
政
府
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
重
要
な
指
標
で
あ
り
、
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註(

1

)

こ
の
よ
う
に
腫
政
と
堕
税
と
を
分
け
る
考
え
か
た
は
、
一
九
一

O
年

代
の
堕
政
改
革
の
過
程
か
ら
着
想
を
え
た
も
の
で
あ
る
。
骨
同
時
の
そ
う

し
た
考
え
か
た
の
兵
鐙
例
と
し
て
、
(
〔
景
〕
本
白
〉
「
堕
政
権
之
解

緯
」
『
堕
政
雑
誌
』
第
一
年
第
八
期
、
一
九
一
三
年
九
月
、
「
社
論

ご
ニ
頁
、
参
照
。

〈

2
)
ω
・〉・

ζ
・
〉
含
宮
主
叫

d
t
h向
。
待
、
ミ
H
お
な
喜
久

H
t
gなミ

そ
の
究
明
が
次
稿
の
課
題
と
な
る
。

匂

tHNhbsミ
ミ
h
H
2
5
p』

80iN足
。
・
。
ω目

rz品
開
0

・
宮
邸
臼
臼
・
・
巴
叶
。
・

(
3
〉
『
義
和
圏
構
案
史
料
』
全
二
加
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
下

加
、
「
曾
燐
商
務
大
臣
盛
宣
懐
電
報
」
光
緒
二
七
年
正
月
一
一
日
、
九

七
七
頁
。

(
4
〉
開
・
同
・
・

0
円
。
耐
え
切
ユ
冨
百
四
よ
ユ
E
E
Oロ
g
『
可
司
丘
百
円
臼
〔
ro円。曲四件。吋

n
-
z
ι
2
2
M〕
・
の
と

E-
弓。・

M
C
S
C
-
同可制有
H
F
司
(
リ
雪
之
屯
S
礼・
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(
日
)
『
義
和
圏
構
案
史
料
』
下
加
、
「
軍
機
庭
致
全
権
大
臣
笑
励
・
李
鴻

草
電
信
」
光
緒
二
七
年
三
月
一
五
日
、
一

O
八
五
頁
、
「
軍
機
庭
致
突

励
・
李
鴻
草
・
劉
坤
一
・
張
之
洞
等
電
信
」
光
緒
二
七
年
三
月
一
七

日
、
一

O
九一

頁。

〈
げ
〉
向
上
、
「
軍
機
慮
致
湖
底
風
総
督
張
之
洞
電
信
」
光
緒
二
七
年
三
月
一

八
日
、
一

O
九
四
頁
。
後
註
(
勾
)
も
参
照
。

(
凶
〉
『
張
文
袈
公
全
集
』
巻
一
七
二
、
電
股
五
一
、
「
致
江
寧
劉
制
台
、

擁
阿
南
亥
撫
台
」
光
緒
二
七
年
三
月
一
八
日
、
「
致
西
安
行
在
軍
機
庭
・

江
寧
劉
制
台
」
光
緒
二
七
年
三
月
一
九
日
、
頁一一一一
|
二
三
、
二
六
。

(
臼
〉
同
上
。

(
初
〉
『
劉
坤
一
遁
集
』
全
六
加
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
第
六
冊
、

「
寄
行
在
軍
機
庭
・
慶
親
王
・
李
中
堂
・
張
制
軍
」
光
緒
二
七
年
三
月

一
八
日
、
二
六
一
二
頁
。

(
勾
)
『
張
文
褒
公
全
集
』
巻
八
三
、
電
奏
一
て
「
致
西
安
行
在
軍
機

庭
・
江
市
等
劉
制
台
・
済
南
葉
撫
台
・
上
海
盛
大
臣
縛
全
権
大
臣
」
光
緒

二
七
年
四
月
初
七
日
、
頁
一
一

l
一ニ
。
句
。
ロ
¥E
∞品

-r
g
d〈

g
Cロ中

内山。耳ロ
0・
z
-
-
Z
0・
5
吋
・
冨
3、
回
目

"
S
C
H
・

〈
辺
〉
清
朝
中
央
も
ほ
ぼ
同
じ
一
意
識
だ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
そ
の
た
め
、
盟

税
に
削
到
す
る
列
強
の
直
接
介
入
と
ハ

l
ト
の
管
理
と
を
同
一
視
す
る
張

之
洞
・
劉
坤

一の
認
識
に
接
し
て、

驚
き
を
隠
せ
ず
、

そ
れ
が
事
賞
か

ど
う
か
、
全
権
大
臣
慶
親
王

・
李
鴻
章
に
確
認
を
求
め
て
い
る
(
『
義

和
圏
構
案
史
料
』

下
加
、
「
軍
機
庭
致
全
権
大
臣
突
励

・
李
鴻
草
電

信
」
光
緒
二
七
年
三
月
一
一
一
一
目
、
一
一
一
一
頁
)
。

(
お
)

向
上、

「
軍
機
庭
致
全
権
大
臣
突
励

・
李
鴻
章
電
信
」
光
緒
二
七
年

一
一
一
月
二
七
日
、
一

一
一
一
九
頁
。

(
川
台
向
上
、
「
軍
機
慮
致
全
権
大
臣
笑
勧

・
李
鴻
章
電
信
」
光
絡
二
七
年

四
月
初
八
日
、
一
一
四
六
頁
。

(
お
〉
回
り
O
H寸
¥
E∞A
F
ω

釦
問
。
者
同
O
F
ω
口臼品。唱ロ
0

・
8
-
-
z
o
ω
-
H叶、
P
H
U
吋・

玄
ミ
Nω
・』
E
O
H
M
-
H由CH
・
『
李
文
忠
公
全
集
』
電
稿
径
三
九
、
「寄

西
安
行
在
軍
機
庭
」
光
緒
二
七
年
六
月
二

O
目
、
頁
二
六
。
『
中
図
海

関
奥
義
和
回
運
動
』
「
外
務
部
総
緋
致
赫
徳
函
」
光
緒
二
七
年
八
月
一

七
日
、
「
(
附
件
〉
行
在
戸
部
来
文
」
五
八
頁
。
な
お
常
税
の
洋
関
管

理
と
い
う
の
も
、
盤
税
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
な
る
べ
く
在
来

の
徴
税
機
構
に
は
手
を
ふ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「
麓
金
管
理
」
の
や
り

か
た
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
っ
た
(
む
号
宅
再

SHh
ミ
E
守
ミ
3
F
〈
o--

N
.

同・
0.w師
。
一
月
三
月

Z
。・由器

(
ω
2。ロ
ι
ω
2
5
C・
2
。
〈
・
ロ
-

S
C
H
-
唱

-
N
S
・

『
中
園
海
閥
輿
庚
子
賠
款
』
中
華
書
局
、
一
九
六
二

年
、
「
赫
徳
致
外
務
部
線
緋
函
」
光
緒
二
七
年
一
一
月
一

八
日
、
八一

頁〉
。

(
M

m

)

そ
の
具
鐙
的
な
一
覧
は
、
玉
樹
楓
前
掲
書
、

一
四
六
|
一
五
一

一具、

参
照
。

(
明
む
そ
の
く
わ
し
い
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
〉
含
宮
山
子
。
、
・
3
H
4
3
一-

匂
J
g、
渡
逃
惇
「
清
末
に
お
け
る
盤
政
の
中
央
集
権
化
政
策
に
つ
い

て
」
「
中
島
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
O
年
、
上

巻
、
と
く
に
六
七
一
|
六
七
五
頁
、
参
照
。

(
お
)
「
各
督
撫
篤
挫
務
慮
致
顕
政
庭
電
」
『
園
風
報
』
第

一

年

第

二

鋭
、
宣
統
二
年
四
月
一
一
一
目
、
「
文
股
」
一
四
頁
。

(
m
U

〉
拙
者
『
近
代
中
園
と
海
開
』
名
古
屋
大
祭
出
版
曾
、
一
九
九
九
年
、

二
六
|
二
八
、
二
九
九
|
一
一
一

O
O、
三
O
三
頁
、
参
照
。

(
却
)
岩
井
茂
樹
「
財
政
」
、
狭
開
直
樹
ほ
か
『
デ
ー
タ
で
み
る
中
園
近
代
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(
川
叩
〉
そ
の
具
程
的
な
朕
況
は
、

U
2
0・。、・

3
F・
3
・∞

J
P
5
1
5・
参

昭
山。

(印〉

L
S
£・・

3
・
5
1
5・

(
況
)

E

J
門

U
F
S
Q
・-『。・』(』遣い~)・
7
向。ョ

2
2円

四

Z
E
r
u、出島『
H

・
3
・
3

J
t
J
1
∞
・

(
臼
〉
「
前
爾
准
堕
政
総
理
張
交
代
堕
政
春
蘇
都
督
及
財
政
部
文
」
『
盟
政

雑
誌
』
第
一
年
第
四
期
、
一
九
一
三
年
四
月
、
「
文
贋
二
L

三
|
四

頁。

〈
臼
〉
『
禦
副
総
統
政
書
』
各
六
、
「
覆
上
海
質
業
張
緩
長
附
来
電
」
民

図
元
年
二
月
九
日
到
、
頁
三

O
。

(
M
〉
こ
の
黙
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
く
わ
し
く
考
察
す
る
つ
も
り
だ
が
、
ひ

と
ま
ず
、
「
四
岸
感
商
上
臨
時
政
府
電
」
『
中
華
民
園
開
園
五
十
年
文

献
』
第
二
編
第
二
加
、
中
央
文
物
供
藤
社
、
一
九
六
六
年
、
二
七

Oー

ニ
七
一

頁
、
参
照
。

(
日
)
ロ
2
0・
4
・
1
H
4

司・
ω
∞
・
「
鐙
政
顧
問
丁
恩
上
財
政
部
改
良
堕
務
保

議
」
『
蹟
政
雑
誌
』
第
一
年
第
九
期
、
民
園
二
年
二
月
、
「
専
件
一
一
一
」

一一ーー一一一頁。

(
日
山
)
「
鞭
税
係
例
(
醸
税
法
草
案
之
修
正
案
)
」
一
九
一
一
一
一年
一
一
一
月
二

四
日
、
『
政
府
公
報
』
第
五
九
一
鏡
、
民
園
二
年
一
二
月
二
五
日
。

(
m
む
向
上
。
そ
の
趣
旨
に
関
し
て
は
、
「
財
政
組
長
熊
希
齢
呈
大
総
統
擬

均
一
一
堕
務
税
率
劉
定
匡
域
分
期
推
行
等
情
繕
表
誇
察
核
行
文
並
批
」

一
九
一
一
二
年
一
一
一
月
二
四
日
、
『
政
府
公
報
』
第
五
九
一
一
獄
、
民
園
二

年
一
二
月
二
五
日
。

USAW-
。、
.
R
F・
3
・

s
is-

(
四
品

)
L
S
N
F
M
U
・
8
・
『
中
華
民
園
史
捲
案
資
料
匿
編
第
三
輯
財
政
』

金
二
加
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、

第
二
朗
、
「
財
政
部
奉

准
公
布
堕
務
署
稽
核
線
分
所
章
程
令
」
一
九
一
四
年
二
月
九
日
、

七
七
頁
。

(
印
〉
ロ

2
9
。、
-
G
H・・

3
・
8
1ミ・

(
印
)
同
註
〈
M
M
)

。

(
町
出
〉
同
)
同
ロ
0

・。
h
v
・町公
-
-
M
Y
印印・

(
位
)
『
中
園
近
代
感
務
史
資
料
選
輯
』
「
銀
行
闘
所
擬
之
存
儲
及
隆
寄
堕

款
暫
行
章
程
L

一
九
一
一
一
一
年
一
一
月
二

O
目
、
一
七
一
一
一
|
一
七
四
頁
、

U
E
M
0・
。
、
.
町
民
同
・
・
2
y
mip
mmw・

(臼
)

L

豆、・

MM
・
S
・
『
中
華
民
園
指
案
資
料
麗
編
』
第
二
冊
、
「
盤
務
稽

核
総
所
抄
迭
牧
解
醸
款
暫
行
章
程
致
盤
務
署
函
」
一
九
一

四
年
五
月
二

一
日
、
一
一
二
八
一

l
一
三
八
三
頁
。

(
臼
)
同
)
釦
M
H
O
-

。、・2.p・同
u

・品川
y

(邸〉

HFN.
九・・

3
・
3
J
2
.

(同山
)
N
P
.札・・句・目白・

(
m山

)
H
F
N・札・・司司
・印吋
・印∞・

(

ω

)

牛
妊
の
事
例
は
、

NFt・
-
宅
・
勾

l
g・

〈
伺
)

H

F

£
-
-
M
Y
印由・

(
河

)
L
S
£
4
3・
sis-

(九〉

N
P.札・・2ymo・

2
・

(
η
)
L
S
N
F
司

-B-

(η
〉

LSN
札よ旬・

2
・

(
叫

)
L
S
N
札・・

MM
・
2
・

(河〉

LS
£・・目
v

・
g-
ほ
か
の
地
域
の
例
と
し
て
、
山
東
は
帆

F
t・-同
M

・
S-

天
津
は
&
ミ
・
・
同
M

・
S-
参
照
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
海
関
商
と
い
う
虚

銀
爾
を
も
っ
海
開
も
同
様
で
、
銀
雨
を
主
張
す
る
意
見
が
強
か
っ
た
の

phu 



116 

は
、
稽
核
所
内
部
に
海
開
出
身
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
か

も
し
れ
な
い
。

(刊山〉

L

「~丈、・・司・印由・

(η
〉

LF.ト
3
・

s・
8
1
2・

(
河
)
黒
田
明
伸
『
中
華
一
帝
園
の
構
造
と
世
界
経
済
』
名
古
屋
大
拳
出
版

舎
、
一
九
九
四
年
、
二
六
二
|
二
六
五
頁
。

(
乃
)
た
と
え
ば
、
『
察
副
総
統
政
書
』
巻
六
、
「
覆
上
海
質
業
張
総
長
」

民
園
元
年
二
月
一
五
日
、
頁
二
九
。

(
印
)
の
・

ω・〉内山内田
H

F

Z

吋『
0

閉，F
口
同
ロ
円
。
。
向
。
r
Z内rww
旬
、
詰
N
W
N
q
h
p

N
N
S
Z
8・〈。】・
N
8
.
Z
0・
h
o
.
E
E
L司・
N
S
I
N
S
.
も
っ
と
も
そ

れ
は
た
だ
ち
に
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
多
様
な
貨
焦
が
す
べ
て

整
理
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
時
黙
で
は
多
く
み
つ
も
っ

て
も
、
騒
税
の
か
か
わ
る
範
園
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、

堕
税
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
銀
元
の
使
用
は
徹
底
し
な
か
っ
た
。
し
か

し
長
期
的
な
趨
勢
と
し
て
は
、
こ
の
方
向
は
不
可
逆
で
あ
っ
た
。

(
引
叫
)
本
自
「
一
年
来
臨
政
改
革
之
返
顧
」
『
盟
政
雑
誌
』
第
一
七
期
(
第

二
年
第
五
期
〉
、
民
園
四
年
二
月
、
「
社
論
二
」
二
|
五
、
八
|
一

O

頁。

(回

)
U
R
M
0・
。
、
・
弘
子
沼
Y

仏印
-Nω
品・

(
邸
〉
匂
位
・
・
唱

-g-

(
脳

)
L
S£・・

3
・怠・

8
・
H岳町、
f
E♂

N
O
H
J
N
O
N
-
N
ω
N
J
N
8・
N
E
J

N
印∞・

(白山
)

N

F

t

・-司・

8
日・

(叫山)閉，
Oω
斗

H¥H日由
ω"H叶印目。・』。『《同
E
M
g
o
z
u
J
Z
-・
2
0・
5
0・
〉
司
ア

H♂
E
5・
自
百
三
g
r
u、到、・
F
g
m
-
a
a
R
N
N・
・
〉
官
-NH・

(
釘
)
関
名
「
態
款
男
儲
抵
債
輿
各
省
財
政
之
関
係
」
、
関
名
「
整
理
財
政

之
六
大
障
擬
」
『
民
園
経
世
文
編
』
財
政
一
、
頁
三
て
五
五
。

(

m

∞
)
貰
遠
庸
「
財
界
」
民
圏
三
年
五
月
三
一
目
、
同
『
遠
生
遺
著
』
全
二

加
、
墓
北
文
星
室
田
庖
、
一
九
六
二
年
、
下
加
、
巻
二
、
二
三
六
|
二
三

七
頁
。

(
剖
〉
ロ
2
0・。》・

1
H
2
3・
NωNJNωω
・
5
品、，
t
H
8・
ミ
、
2
1ヨ・

(
卯
)
巧
ユ

mz・
4
・
ミ

-L司・
8
1∞叶・

(
川
と
た
と
え
ば
、
〔
庇
〕
静
如
「
裁
留
堕
税
輿
中
央
財
政
之
関
係
」
『
銀

行
週
報
』
第
九
各
第
四
三
鋭
、
一
九
二
五
年
一
一
月
一

O
目
、
司
O
勾
H

D
E
8・
5
8
q
N印日
¥H0・』・、
HJ
司
E
F
-
-
7
A
O
B
O
Eロ
含
自

Z
田
宮
口
寸

5
m
p
o
ω
巳
同
〉
ι
B
E
U可
州
立

FOロ
mw

ロ
ι
ζ
E
S
ミ
叶
，
F
円

2
同
丘

、H
J
o
E
M
E
w
-
T
5
5・
5
N由
・
な
ど
参
照
。

(
回
)
こ
れ
ら
の
問
題
を
ふ
く
め
、
稽
核
所
・
撞
税
に
劉
す
る
園
民
政
府
の

政
策
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。
さ
し
あ
た
り
関
連
史
料
と
し

て
、
『
中
園
近
代
堕
務
史
資
料
選
輯
』
四
一
四

l
四
二
四
頁
、
参
照
。

(
m
m
〉
た
と
え
ば
、
『
中
闘
近
代
盤
務
史
資
料
選
輯
』
「
川
南
堕
務
稽
核
分

所
日
籍
稽
核
員
北
村
大
亨
報
告
該
所
縫
績
存
在
的
原
因
」
一
九
二
八

年
、
三
八
四
三
八
五
頁
。

(
川
四
)
九
六
公
債
は
別
稿
で
く
わ
し
く
と
り
あ
げ
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
そ

の
夜
行
に
い
た
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
、
「
堕
徐
公
債
之
内
容
」
『
銀
行

週
報
』
第
六
各
第
五
鋭
、
一
九
二
二
年
二
月
一
四
日
、
に
引
く
、
張
公

権
・
周
作
民
の
報
告
、
お
よ
び
唐
林
「
九
六
公
債
夜
行
始
末
記
」
『
銀

行
週
報
』
第
六
巻
第
二
八
抗
、
一
九
二
二
年
七
月
二
五
日
、
を
、
夜
行

後
の
運
営
は
、
「
九
六
公
債
之
過
去
輿
賂
来
観
」
『
銀
行
遁
報
』
第
八

巻
第
二
六
鋭
、
一
九
二
四
年
七
月
八
日
、
参
照
。
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We pay our attention to whether there isａ character“聖”(sheng), in

the posthumous tit!ｅof those who were enshrined in the Imperial Ancestral

Temple太廟. The differencesin the Temple are entirelyin accord with

those perceived in the case of Shenyudian. Moreover, in those temples and

the Imperial Ancestral Temple, Buddhist service with the major role of the

Tibetan monks were frequently seen. Itis not hard for us to imagine that

Dadu was filledwith peculiar atmosphere of Tibetan Buddhism、

SALT GABELLE IN LATE QING AND EARLY

　　　　　　　　

REPUBLICAN CHINA

Okamoto Takashi

　　

Under the Qing fiscalsystem, numerous local officeswere in charge of

the ａｃれjalcollection and disposal of the revenues, which　each　of the

provincial authoritiescontrolled within their jurisdictionto sustain armies

and preserve order.　The central government audited the revenue and

expenditure throughout the empire and directed the provincial authorities

to balance the°.　This function of the central government disappeared in

the Revolution of １９ｎand the revenues　collectedin ａ province were

practicallyplaced at the disposal 0f the provincial government.　Under

these circumstances, in search for ａ powerful central government, the

foreign powers and the Beijing government agreed to establishthe foreign

inspectorate of salt revenues to secure the Reorganization Loan.　　The

centralizationof the saltrevenues which the inspectorate achieved enabled

the Beijing government to have direct control over　their collection and

disposal.

　

1n

　

this

　

respect,there　was little　difference　ofthe Beijing

government in nature from the provincial ones.　From 1917 on, due to

Yuan Shi-kai's unsuccessful monarchical movement and the decrease of

China's foreign obligations,provincial warlords often retained ｏｌa゙ppro-

priated the salt revenue surplus which the Beijing government should

have obtained according to the Loan Agreement. In the contest for the

saltrevenue between the governments of the same nature, the Beijing and

the provincial,the balance of advantage was lying with the latters. This
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