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清
代
の
地
方
で
は
、
税
糧
の
徴
収

・
上
供
に
か
ら
ん
で
、
大
き
な
枇
舎
問

題
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い

っ
た
。

こ
の
報
告
で
は
、
考
成

(案
件
を
期
限
ど

お
り
に
慮
理
で
き
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
官
僚
に
賞
罰
を
課
す
制
度
)
・
榔

移

(
税
糧
の
項
目
の
附
け
替
え
)
に
つ
い

て
、
こ
う
し
た
問
題
の
背
景
と
な

る
朕
況
や
、
こ
れ
ら
考
成
と
郷
移
の
開
係
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

考
成
が
税
糧
徴
収
へ
順
次
適
用
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
と
も
な
い
、
州
隠
は
税

糧
全
額
の
徴
収
を
義
務
付
け
ら
れ
た
上
に
、
不
足
を
出
し
た
場
合
に
は
、
革

職

・
降
格
を
含
む
巌
し
い
慮
分
を
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、

州
燃
で
は
、
そ
の
年
度
の
徴
収
額

(経
徴
)
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
以
前
の
年

度
の
未
徴
額
の
徴
収
(
帯
徴
)
ま
で
義
務
付
け
ら
れ
た
た
め
、
知
燃
は
過
重

な
徴
税
義
務
の
負
掘
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
し
か

し
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
う
し
た
考
成
の
強
化
に
表
裏
す
る
動
き
と
し
て
指

摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
榔
移
の
盛
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
税
糧
項

目
の
附
け
替
え
に
よ
っ
て
、
知
懸
が
庭
分
を
謀
せ
ら
れ
る
の
を
克
れ
よ
う
と

し
た
も
の
で
、
考
成
の
賓
致
性
を
低
下
さ
せ
る
働
き
を
な
す
も
の
だ
と
、
ま

ず
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
制
度
の
運
用
面
に
即
し
て
み

る
と
き
、
考
成
と
郷
移
の
開
係
は
、
こ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
十
分
に
捉
え
き

れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
報
告
で
は
、
考
成
・
郷
移
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
規
定
や
論
議
、
さ
ら

に
薙
正
時
代
の
奏
鈎
珊
の
分
析
を
踏
ま
え
、
主
に
制
度
運
用
の
側
面
か
ら
、

考
成
と
郷
移
の
関
係
を
、
清
代
官
僚
制
の
運
用
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
を
目
指
し
て
ゆ
き
た
い
。

東
貌
北
斉
革
命
と
「
貌
書
』

の
編
纂

佐

英

治

}II 

『貌
書
』
は
東
貌
北
湾
革
命
の
翌
年
に
文
宣
帝
官向
洋
の
救
命
で
貌
枚
が
編

纂
し
た
「
正
史
」
で
あ
る
が
、
上
奏
の
直
後
か
ら
「
綴
史
」
の
非
難
を
浴
び

た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
『
貌
書
』
の
研
究
も
「
綴
史
」
の
同
県
相
同
を

め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し

『貌
書
』
本
来
の
目

的
か
ら
す
れ
ば
、
繊
史
問
題
は
む
し
ろ
枝
葉
の
部
分
に
後
生
し
た
問
題
で
、

北
貌
史
の
正
史
と
し
て
の
最
も
重
要
な
役
割
は
、
孝
文
帝
の
漠
化
政
策
を
武

断
政
治
か
ら
文
治
政
治
へ
の
鱒
換
黙
と
位
置
づ
け
、
そ
の
も
と
で
の
胡
漠
針

立
の
解
消
を
最
大
限
の
評
債
と
と
も
に
描
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
の
目
的
は
い
ず
れ
も
貌
斉
革
命
と
深
く
絡
ん
で
お
り
、
第
一
に
、
元
氏
か

ら
激
海
高
氏
、
す
な
わ
ち
胡
か
ら
漠
へ
の
政
権
委
譲
で
あ
っ
た
貌
斉
革
命
を

正
賞
化
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
西
貌
と
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
手
い
に
お
い
て

北
斉
の
正
統
性
を
主
張
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
吉
岡
氏
へ
の
権
力
集
中
を
促
す

山
東
士
族
が
漢
文
化
の
正
し
い
継
承
者
と
し
て
政
治
の
主
導
権
を
確
保
し
、

高
氏
の
権
力
集
中
に
批
判
的
な
圏
内
の
「
動
費
」
勢
力
を
抑
え
込
む
こ
と
が
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