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け
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･･･
縦
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績
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･･･
搾
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蓉
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日
清
戦
率
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
宋

第

i
巻

四
∩
由

第

二
改

I
I六

日
清
戦
軍
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
策泊

井

象

唯1-

一

近
代
支
都
財
政
史
の
性
格

支
部
社
食
は
久
し
い
問
孤
立
を
守

･1;
外
部
か
ら
何
の
影
響
を
受
け
る
事
も
無
く

燭
白
の
コ
ー
ス
を
ゆ
る
や
か
な
足
取
-
で
歩

み
揖
け
て
ゐ
た
.
勿
論
盲
-
か
ら
'
中
央
7
.I,ノ
ア
を
通
じ
て
東
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
渉
が
あ
･1
'
後
に
は
'
南
方
の
海
上
を
通
じ

て
西
ヨ
ー
｡
ツ
パ
諸
国
と
の
交
渉
が
始
つ
た
と
は
云
ふ
も
の
の
'
夫
等
は
云
は
ゞ
局
部
的

･
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
'
支
那
社
食
が

益
雄
と
し
て
~
そ
の
交
渉
に
巻
き
込
ま
れ
た
も
の
で
は
無
-
'
従
っ
て
決
し
て
支
部
社
食
の
歩
み
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
程
の
も

(註
〕

の
で
無
か
つ

た

｡

夫
が
阿
片
戟
事
の
結
果
'
支
那
社
骨
は
そ
の
歩
み
練
け
て
来
た
自
ら
の
コ
ー
ス
を
大
き
-
粗
襖
し
た
｡
爾
来
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
挺
力
が
ヒ
シ
-

と
加
は
つ
て
来
た
｡
彼
等
は
商
品
を
迭
-
.
資
本
を
携
へ
て
押
し
寄
せ
て
帝
た
｡
美
等
の
国
々

に

雇

っ
て
鉄
道
が
敷
設
TU
れ
'
館
山
が
新
し
い
方
津
に
依
っ
て
拝
掘
さ
れ
始
め
た
O
新
し
い
組
織
を
持
っ
た
銀
行
が
設
立
さ
れ
'
夫
は

直
接
支
部
社
食
を
支
配
し
､
或
は
従
来
か
ら
支
部
社
骨
の
持
っ
て
ゐ
た
菅
い
金
融
機
関
や
商
人
を
媒
介
と
し
て
'
彼
等
の
支
那
社
食

に
於
け
る
地
位
を
確
保
し
て
行
っ
た
｡

こ
う
し
て
彼
等
の
勢
力
圏

(S
ph
eres.f
in
f)uence
.
S
ph
eres
.f
interest)が
漸
次
境
大

さ
れ
て
行
っ
た
｡
此
の
様
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
因
?,
進
出
は
'
嘗
然
支
部
統
合
の
動
き
に
大

き
な
影
響
を
輿

へ
た

.
此
の
影
響
の
下

T.W.Overlach;ForeignFinancialControlinChix)a.1919,Imtroduc-
tion.



?

に
'
支
部
自
ら
に
依
っ
て
も
新
し
い
方
向

へ
の
運
動
が
開
始
さ
れ
た
｡
清
朝
末
期
に
於
け
る
康
有
馬
の
提
案
'
李
粕
章
等
の
指
導
の

下
に
清
期
の
探
っ
た
富
国
強
兵
政
策
.

外
賓
の
進
出
に
基
-

民
族
賓
本
の
覚
醒
'

清
期
末
期
か
ら

民
国
初
期

へ
か
け
て
の
排
外
運

動

･
利
権
同
収
連
動
.
孫
文
の
三
民
主
蓑
'
蒋
介
石
の
経
済
連
設
計
量
等
が
之
で
あ
る
.
此
の
様
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
園
の
影
響
と
支

部
自
ら
の
努
力
に
伐
っ
て
'
香
い
丑
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
て
ゐ
た
支
那
社
食
に
新
し
い
も
の
が
芽
生
へ
て
釆
た
o
然
し
'
こ
う
し
て
新

し
い
も
の
の
所
芽
が
見
え
始
め
た
に
も
拘
ら
ず
'
支
部
吐
合
の
持
つ
張
撒
な
佳
祐
的
性
格
は
､
生
れ
よ
う
と
す
る
新
し
い
も
の
に
頑

張
に
抵
抗
し
演
け
た
.
そ
し
て
新
し
い
も
の
は
嘗
い
も
の
の
抵
抗
の
名
に
支
配
的
に
な
る
事
が
出
き
ず
､
碧
い
も
の
は
引
き
渡
き
そ

の
生
命
を
保
っ
て
ゐ
た
.
例

へ
ば
海
岸

･
大
河
川
に
滑
ふ
大
都
倉
で
は
'
近
代
的
な
生
清
が
始
め
ら
れ
て
釆
た
｡
然
し
蘭
飴
の
部
分

で
は
p
依
然
傍
流
的
な
生
盾
が
績
け
ら
れ
て
ゐ
た
.
近
代
化
を
不
す
可
き

一
つ
の
指
榛
と
し
て
の
碗
械
工
業
も
芽
生

へ
て
釆
た
が
'

手
[
91iE
･
濠
門
工
兼
等
の
祇
杭
に
増
つ
L)､
そ
乃
時
腰
仁
1
冠
か
損
粗
が
村
blら
れ
て
.ね
た
O
新
し
小
泊
職
hLJ
持
っ
た
祝
日
が
設
立

TU
か

制

に
政
柄
∝
公
伐
滅
却
JJ
紅
rt;
qi]
/I..r
.讃
沈
お
琴
て
増
力
し
て
祈
/
.六
･R

僻
例
外礎
レ
魁
館
を
封
/
..耗
僻
潮
郎
怒
或
到
itj
坪

の
金
融
機
関
が
支
那
社
骨
に
廉
-
そ
の
根
を
張
-
揺
ら
し
て
ゐ
た
O
比
の
棟
に
近
代
支
那
社
食
史
は
､
外
聞
願
力
の
強
化
と
新
膏
の

交
錯
と
云
ふ
二
つ
の
事
茸
に
使
っ
て
'
大
き
-
特
長
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
｡

(註
)

此
等
の
交
渉
は
む
し
ろ
支
配
者
の
手
に
集
積
さ
れ
た
絵
刺
の
富
が
､
彼
等
の
督
修
的
需
宴
を
充
u
す
可
き
ヨ
ー
｡
ツ
バ
商
品
と
交
換
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
.
従
っ
て
そ
の
様
な
交
渉

は支
那
社
食
仝
鰭
の
性
格
に
迄
影
響
を
及
ぼ
す
得
の
も
の
で
無
か
っ
た
｡
例
へ
ば
漢
朝
の
時
代
に
巳
に
中

央
ア
ジ
ア
を
逼
ず
る
商
業
路
確
保
の
馬
の
闘
争
が
活
費
に
展
開
さ
れ
て
わ
た
が
'
夫
は
支
那
社
食
仝
髄
と
し
て
の
要
求
か
ら
で
は
簸
-
､
む
し
ろ
支

配
者
の
個
人
的
要
求
に
基
-
も
の
で
あ
っ
L10
(早
川
諸
'
ザ
ハ
ロ
フ
｢支
那
社
食
史
｣
第
十
四
葺
商
業
路
の
発
の
蘭
学
)

此
の
様
な
性
格
を
持
つ
地
盤
の
上
空
止
っ
た
近
代
支
部
財
政
史
に
も
'
支
部
社
骨
の
こ
の
様
な
特
長
が
そ
の
健
反
影
し
て
ゐ
る
｡

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
農

第
1
番

四

〇
五

第

二
放

二

七

2) 東弔樫辞調査局諸,辞艶山,二占_吾≡二近代鹿.民絡ま野良,三(⊃七～三二〇貫0
3) 拙稿,支那の農村 と農民 ･(上L加数六 ノー)o



日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
実

弟

1
番

四

〇
六

第

二
既

二

八

例

へ
ば
奮
い
制
慶
と
棟
楠
の
上
に
猫
立
の
生
活
を
漬
け
て
ゐ
た
支
那
財
政
に
於
い
て
'

外
債

が
大
き
な
部
分
を
占
め
る
棟
に
な
っ
て

来
た
.

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
閲
は
支
那
政
府
の
外
債
の
求
め
に
磨
ず
る
事
に
伐
っ
て
.
支
郡
の
政
治
機
構
の
中
枢
に
迄
も
喰
ひ
入
-
'
支

那
社
食
に
於
け
る
自
ら
の
勢
力
圏
の
拭
大
を
援
護
し
た
｡
債
柿
園
に
伐
っ
て
此
の
様
な
企
闇
が
持
た
れ
て
ゐ
た
か
ら
､
支
那
財
政
に

於
い
て
外
債
の
Ji]め
る
措
顔
は
.
そ
の
窮
乏
の
加
は
る
に
つ
れ
茸
嬰
ru
を
粥
L
六
-
そ
し
て
支
那
財
政
は
共
に
此
供
し
て
窮
乏
の
康

を
加

へ
る
の
み
で
あ
っ
た
O
然
し
支
那
の
財
政
が
賢
い
制
定
と
之
に
基
-
外
債
の
累
積
に
依
っ
て
'

窮
乏
の
度
を
深
め
る
に
従
っ

て
'
清
朝
末
期
頃
か
ら
財
政
に
於
け
る
新
し
い
方
向

へ
の
努
力
と
し
て
の
財
政
改
革
案
が
考
慮
さ
れ
始
め
た
o
清
朝
末
期
の
財
政
改

.刀

革
案
は
民
国
革
命
後
に
も
新
し
い
政
府
に
依
っ
て
稚
東
さ
れ
た
｡
此
等
の
努
力
は
更
に
蒋
介
石
の
下
に
等

々
し
-
展
開
さ
れ
て
行
っ

G.
た
o
JJ
う
し
て
支
那
の
停
統
的
財
政
の
中
に
'
漸
次
新
し
い
制
度
が
現
ほ
れ
て
は
来
た
が
'
や
は
り
菅
5
,制
度
は
佃
根
強
く
残
っ
て

ゐ
た
C
そ
し
て
嘗
い
制
定
と
新
し
い
制
度
が
支
部
財
政
の
中
に
交
錯
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡

支
部
融
合
に
於
け
る
外
国
勢
力
の
娼
化
と
新
嘗
の
交
錯
と
云
ふ
二
つ
の
性
格
を
'
近
代
支
那
社
食
史
乃
至
財
政
史
に
輿

へ
た
も
の

が
阿
片
助
字
で
あ
り
'
近
代
支
那
社
食
史
と
財
政
史
の
此
の
様
な
進
路
を
切
-
開
い
た
も
の
が
阿
片
数
寄
で
あ
る
と
す
れ
ば
ー
日
清

哉
字
は
此
の
様
な
支
部
社
食
乃
至
財
政
の
動
き
に
加
速
度
を
輿

へ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

日
清
戟
牢
に
伐
っ
て
清
朝
の
弱
腰
が

曝
露

さ
れ
､
夫
を
契
機
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
支
那
社
食
に
封
す
る
願
力
が

1
段
と
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
此
の
頃
か
ら
支
部

白
身
に
依
る
新
し
い
方
向

へ
の
蓮
動
も
強
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
O

私
は
此
の
様
な
環
境
の
中
に
日
清
戯
肇
を
置
き
'
清
朝
が
日
清
戟
革
を
中
心
と
し
て
探
っ
た
財
政
政
策
を
見
慶
い
と
息
ふ
.
そ
し

て
日
清
戟
率
に
於
け
る
清
朝
の
戦
費
調
達
と
戦
後
経
営
の
蔦
の
財
政
政
策
に
'
此
の
様
な
支
那
社
骨
乃
至
支
那
財
政
の
性
格
が
ど
の

4) 朱偶,中国財政開頭,一〇九一一一六見,木村堵太郡,≡馴 ::財政論,六七
～七四頁｡

5) 貫士毅.民国財政史 上軌 一三八～一六九頁,一九七-二⊂)八頁,邦諾,
一五九～一九二頁,二二 ～二四二頁.



樺
に
反
映
し
'
此
等
の
財
政
政
策
が
'
夫
以
後
に
於
け
る
支
那
社
食
と
支
部
財
政
の
動
き
に
封
し
て
'
ど
の
様
な
意
毒
を
持
ち
､
ど

の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

〓

戦
前
の
財
政
獣
性

清
朝
に
依
っ
て
も
'
匿
代
の
王
朝
と
同
Li
く
,
｢
貴
人
走
出
｣
の
原
則
が
そ
の
財
政
適
用
に
於
け
る
華
南
の
理
想
と
せ
ら
れ
て
ゐ

た
.
そ
の
初
期
に
は
､
相
場
ぐ
内
乱
:4･定
の
駕
に
多
大
の
軍
費
を
嬰
し
た
に
も
拘
ら
す
､
諸
事
節
約
が
旨
と
せ
ら
れ
.
土
地
LJ
農
民

に
封
す
る
課
税

(
田
賦
-
血
賦
･
丁
賦
)
を
中
心
と
し
.
関
税

･
騒
穂
及
び
そ
の
他
雑
税
(契
税
･
牙
規
･
頚
根
･
純
音
税
ふ

蒜
去

森

川

換
成
熟
)
を
璽

詣

収
入
と
し
て
･
そ
の
上
忙
佃
よ
く
澗
立
の
財
政
を
維
持
し
て
ゐ
た
｡

然
る
に
阿
片
職
等
以
来
清
朝
の
直
面
し
た

門
紫
外
胤
は
.

阿
片
機
嫌

1J
､二
一･)7g
〉
-L
妄
>
J7J
=
ニ
藍

lL
'1冒
=
)
l･ド
=

/
.LF･R1g碩
学
UF･y
定

=
土
､
LIF
弓
対
オ
女
r
J･ij
考
な

負
楯
を
課
し
た
｡
即
李
沌
草
等
の
指
導
の
下
に
企
て
ら
れ
た
海
防

･
浩
船

･
拭
兵

･
教
育

･
緋
軍
等
忙
関
す
る
新
し
い
計
茸
は
'

己

に
相
場
ぐ
円
琴
外
患
に
依
っ
て
葺
大
な
負
靖
に
苦
し
ん
で
ゐ
た
清
朝
財
政
に
新
し
い
経
費
を

要
求
し
た
.

比
の
様
な

経
費
の
膨

脹

は
'
昔
然
内
華
外
息
に
基
-
清
朝
の
勢
威
失
墜

･
清
朝
の
特
異
な
財
政
機
構
等
の
事
葺
と
相
保
っ
て
'
清
朝
財
政
を
著
し
-
窮
乏
に

格
入
れ
た
の
で
あ
る
.

清
朝
の
政
治

･
行
政
機
構
は
'
外
観
上
は

一
席
中
央
集
椎
的
な
色
彩
堅
不
し
て
ゐ
た
が
'
少
-
と
も
そ
の
財
政
の
領
域
に
於
い
て

は
.
極
端
な
地
方
分
櫓
的
な
性
格
を
帯
び
て
ゐ
た
.
例

へ
ば
中
央
政
府
は
綿
祝
と
塵
税
収
入
の
l
部
の
他
に
は
固
有
の
財
楯
を
持
た

ず
'
他
の
租
税
収
入
は
す
べ
て
各
省
長
官
と
し
て
の
督
撫
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
た
O
そ
し
て
比
等
の
租
税
収
入
は
光
づ
各
省

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
男

第
1
番

四
〇
七

第
二
親

二

九

貿士毅,民国績財政央 (一一〕締Eq毒 近代財政之方針,PokongChu;Der
StaatぎhauEhaltunddasFj】1,:r;'一作teTnChlnaS,1937,ES'･72-73l
Ming･ChungTar,-DasFi}･.ELnZ-und Steuerwesen ChlnaS･1940･ss･
16-19.

6)



日
括
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
東

第

1
番

四
〇
八

第
二
新

二1.0

の
経
費
に
充
普
せ
ら
れ
た
後

(存
留
)'

そ
の
残
飴
が
中
央
に
途
付
せ
ら
れ

(起
運
)

中
央
政
府
の
経
費
に
充

嘗
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
.
勿
論
責
官
収
入

･
五
滴
に
封
す
る
御
用
金
等
が
~
時
に
は
中
央
政
府
の
財
源
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
が
'
夫
等
は
決
し
て
安
定

し
た
収
入
源
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
無
か
っ
た
｡
中
央
に
於
け
る
財
政
猪
首
者
と
し
て
の
戸
部
は
.

一
膳
清
朝
に
於
け
る

埜
尚
財
政
骨
膜
と
し
て
の
資
格
,Llhj形
式
上
傍

へ
て
お
花
が
､
各
省
長
甘
た
る
轡
撫
-J
同

一
の
資
格
に
於
い
て
敦
冊
に
紫
蘭
す
る
も
の

で
あ
っ
た
L
I
中
央
か
ら
瀕
過
さ
れ
た
地
方
財
政
長
官
た
る
布
政
任
は
督
撫
の
支
配
下
に
あ
･c
j

戸
部
に
細
尾
す
る
も
の
で
軸
か
つ

た
｡
躍
っ
て
中
央
に
於
い
て
新
し
い
経
費
の
必
要
を
生
じ
た
場
合
に
は
'
戸
部
よ
-

督
掬
に
通
じ
て

(派
定
)
必
要
額
を
中
央
に
法

付
せ
し
め
得
る

(認
替
)
と
の
便
法
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
他
'
督
撫
の
中
央

へ
の
迭
金
に
関
す
る
安
住
に
就
い
て
も
'
極
め
て
厳
格

な
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
ゐ
た
が
'
中
央
に
於
い
て
新
し
い
経
費
の
必
要
を
生
じ
､

之
に
臆
す
可
き
収
入
の
要
求
せ
ら
れ
る

場
合
に

ち
.
中
央
の
勢
威
失
墜
と
共
に
'
戸
部
の
力
を
以
て
し
て
は
地
方
財
政
に
迄
も
干
渉
し
.
中
央
政
府
の
収
入
増
加
を
計
る
事
は
不
可

能
で
あ
っ
た
｡

比
の
様
な
事
情
の
他
に
.
各
省
か
ら
の
迭
金
を
主
要
な
財
嘘
と
す
る
中
央
政
府
の
財
政
を
益
々
窮
乏
に
陥
入
れ
る
可
き
今

]
つ
の

理
由
が
あ
っ
た
D
昔
時
各
省
の
財
政
も
'
清
朝
の
内
憂
外
患
に
基
-
中
央
軽
費
の
一
部
分
路
と
天
災
そ
の
他
事
壁
に
基
く
農
村
疲
弊

に
伴
ふ
収
入
減
に
依
っ
て
著
し
-
窮
乏
し
て
ゐ
た
｡
各
省
が
自
ら
の
財
政
窮
乏
を
救
払
'
更
に
中
央
の
要
求
に
魔
す
る
名
に
新
し
い

財
源
を
求
め
る
と
し
て
も
'
前
資
本
主
義
的
な
段
階
に
止
っ
て
ゐ
た
昔
時
の
支
那
社
食
乃
至
経
済
機
構
が
夫
を
許
さ
な
か
っ
た
｡
例

へ
ぽ
都
市
に
は
南
米
的
市
民
階
級
が
微
力
乍
ら
も
蟹
生
し
て
ゐ
た
O
工
業
生
産
に
関
し
て
は
可
な
.り
大
規
模
な

マ
ヌ

7
ア
ク

チ
ユ
ア

型
工
業
が
各
部
門
に
就
い
て
随
所
に
硯
は
れ
て
ゐ
た
｡
商
業
寄
木
も
あ
る
程
度
ま
で
形
成
さ
れ
て
ゐ
た
.
農
村
も
自
給
経
済
を

放
つ

7) 満破調重合,支那税別の拾革,西力東漸時代の税制 (満代).'
8) 木村堵太郎,耶播菅,四一～五八頁,枢井養久,清朝群?gM )研究 (一一一)

(繭敏調査月報十四′十一)0
9) 木村埠太郎,前措書,五三頁｡



て
あ
る
程
度
商
品
経
済
の
段
階
に
入
り
込
ん
で
ゐ
た
.
然
し
支
那
社
骨
は
'
阿
片
哉
季
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
影
響
と
特
に
李

鵬
葦
等
の
指
導

に
依
る
富
国
強
兵
政
策
に
基
く
官
営
資
本
主
義

へ
の
蔑
見
に
も
拘
ら
ず
'
此
の
段
階
に
止
っ
た
健
'
次
の
新
し
い
段

階

へ
の
飛
躍
を
濁
し
得
な
か
っ
た
｡
ま
だ
資
本
主
義
社
食
と
云
ひ
得
る
状
態
に
迄
は
達
し
て
ゐ
な
か
っ
た
｡
従

っ
て
此
の
様
な
社
骨

が
大
き
な
収
入
を
期
し
得
る
様
な
新
し
い
課
税
の
封
象
を
輿

へ
得
る
等
が
無
-
'
只
従
乗
か
ら
極
度
に
迄
利
用
し
つ
-
さ
れ
て
ゐ
た

硯
渡
の
上
に
'
よ
-
大
き
な
負
猪
を
謙
す
る
よ
-
他
に
方
法
は
蔑
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
｡
郎
祐
乗
か
ら
有
し
て
ゐ
た
課
税
封
象
の
上

に
､
新
し
い
名
目
で
附
加
的
な
租
税
を
斌
課
す
る
か
或
は
税
率
を
引
き
上
げ
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
常
に
､
土
地
と
旗
の
滑
費

と
財
貨
の
移
動
が
此
の
目
的
に
利
用
さ
れ
'
此
等
に
封
し
て
絶

へ
ず
よ
-
大
き
な
負
韓
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
た
O
例

へ
ぽ
田
儀

･
塵
硯

等
に
あ
ら
ゆ
る
名
目
の
附
加
税
が
つ
け
加

へ
ら
れ
た
.
太
平
天
国
の
乱
の
後
に
起
さ
れ
た
産
金
に
就
い
て
は
'
課
税
の
範
艶
が
操
大

l･JJ
れ
観
ハ炊
C
l頻
hL
が
増
設
TU
れ
1J
.
列

(
t
fo

｢
産
金
局
は
あ
ら
ゆ
る
交
易
地
と
す
べ
て
の
粁
軒
的
中
心
地
に
設
け
ら
れ
p
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
商
品
が
課
税
さ
れ
L1
0

経
磨
的
に
大
横
重
要
で
無

い
交
易
路
-
山
地
や
描
立
の
弧
村
に
通
ず
る
様
な
路
或
は
只
僅
か
の
財
貨
し
か
輪
注
さ
れ
な
い
憶
H
b路
-
も
御
税
吏
の
監

督
下
に
置
か
れ
Li｡
同
じ

路
線
に
多
-
の
産
金
局
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
O
大
髄
五
哩
の
間
隔
を
置
い
て
小
発
会
局
が
'
十
哩
脅
距
て
大
腰
余
局
が
建
て
ら
れ
て
み
る
.
此
の
横

に
し
て
ど
の
商
品
も
課
税
を
免
れ
待
な
い
し
'
叉
ど
の
槙
室
父
易
地
に
･Q
徴
機
首
の
ゐ
な
い
所
は
鈍
い
｡｣

と
云
ほ
れ
て
ゐ
る
.

然
し
此
の
様
な
方
法
が
探
ら
れ
た
と
し
て
も
'
社
合
の
播
視
力
に
も
白
ら

1
定
の
限
度
が
あ
-
､
此
等

の
収
入
に
も
大
き
な
期
待

を
懸
け
得
な
か
っ
た
｡

此
の
様
な
幾
多
の
事
情
が
か
ら
み
合
っ
て
'
清
朝
の
財
政
窮
乏
を
茶
々
強
め
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
｡

此
の
様
な
環
境
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
た
清
朝
政
府
が
'
そ
の
財
政
を
糊
塗
す
べ
き
方
法
と
し
て
選
ん
だ
の
が
外
債
依
存
政
策
で
あ

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
策

第

一
審

四
〇
九

第

二
渋

一
二
1

平野3, ウイッ ト7オーゲJレ,支那の群滑 と元二骨 下巻,一三〇～一八0
131-.
PakongChu;a.a.0 . ち.64.



日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
果

男

一
巻

四

一
〇

第

二
既

三

二

つ
た
｡
清
朝
政
府
は
同
治
四
年

(
1
八
六
五
年
)
伊
翠
地
方
に
於
け
る
同
数
徒
の
乱
干
定

に
際

し
て
.
そ

の
急

に
臆
す
可
き

手
段
と

し
て
'
毘
軒
並
か
ら
軍
詐

･
弾
薬

･
糧
食
等
を
借
り
入
れ
外
債
佼
存
の
端
緒
を
開
い
た
が
'
蘭
乗
朋
政
窮
乏
を
救
ふ
可
き
あ
ら
ゆ
る

手
段
を

失
っ
て
ね
た
清
朝
政
肘
は
-
新
し
い
経
費
の
必
要
を
生
ず
る
毎
に
p
泥

へ
す
比
の
最
も
安
易
な
方
法
を
摂
糊
し
た
O

之
よ
-
郎
太
′Fi･天
.越
仇
甜
1i
避
-
坪
鞘
.脱
帽
の
縦
招
r
仁
術
省
が
成
増
十
!
嘩
二
二
八
六
1
年
〕'
].cf
控
省

が

間
拾
tJjT,
串

へ
一
八
六
二
uLLLJ

外
商
か
ら

m

阿
片
数
年
以
来

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
の
支
那
進
出
に
伴
っ
て
'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
支
那
拙
合
と
の
関
係
は
漸
次
辞
接
に
な
っ
て
ゐ

た
.
開
港
場
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
1d
商
が
巳
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
ゐ
た
.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
銀
行
も
巳
に
支
那
に
進
出
し
て
ゐ
た
O

例
へ
は
1
八
五
三
年
に
は
英
系
穿
加
利
鑑
行
が
.
1
八
六
六
年
に
は
英
系
湛
鴬
銀
行
が
'
一
八
七
五
年
に
は
俳
系
束
力
握
坤
銀
行
が
､
夫
々
巳
に
支

那
に
設
立
さ
れ
て
ゐ
た
｡

だ
か
ら
此
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
銀
行
を
通
じ
て
.
清
朝
は
常
に
容
易
に
そ
の
朋
婁
資
金
を
調
達
し
得
た
.
こ

う
し
て
清
朝
が
同
治
四
年
に
外
債
依
存
の
端
緒
を
開
い
て
か
ら
.
或
は
軍
費
と
し
て
'
或
は
財
政
窮
乏
救
碑
の
席
､
或
は
軍
備
英
資

の
費
鞘
に
充
て
る
席
に
起
し
た
外
債
は
'
光
緒
十
三
年

(
1
八
八
七
年
)
に
至
る
迄
の
二
十
二
年
間
に
於
い
て
四
千
高
閣
を

超
過
し

て
ゐ
た
｡
爾
釆
円
輩
外
患
の
起
る
事
も
軸
-
'
海
関
収
入
の
増
加
等
に
任
-
財
政
の
比
較
的
安
定
し
得
た
の
と
､
外
債
の
多
-
が
銀

貨
公
債
で
且
つ
葛
巻
相
場
の
轡
勤
も
甚
し
-
無
か
っ
た
薦
'
此
の
問
に
起
さ
れ
た
外
債
は
大
鰭
に
於
い
て
償
遺
し
得
た
が
'
伺
日
清

戦
争
の
勃
護
の
直
前
に
は
'
英
観
に
封
す
る
七
十
飴
首
府
､
濁
逸
に
封
す
る
二
百
甫
雨
が
未
償
還
の
債
で
戎
さ
れ
て
ゐ
た
.

清
朝
は
此
の
様
な
支
那
社
食
の
状
態
'
財
政
機
構
と
財
政
状
態
の
基
礎
の
上
に
日
清
故
事
を
迎
へ
た
の
で
あ
る
｡

12) 陽象龍,民国以前関税枠保之外債 (中国近代経済史研究:≡ノー一,民国二十
四年五月)｡

13) 射 乳 前iE･書,八Jl一九〇貫｡SIRIWagel:Financ･≡･in･China･p25･
14) 木村曾太郎,前視書,四三六見｡



三

哉

費

の
調

達

此
の
様
な
環
境
の
下
に
日
清
故
事
を
迎
へ
た
清
朝
が
探
っ
た
放
資
調
達
の
手
段
は
夷
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
o

E

第

一
に
徴
兵
及
び
軍
艦
購
入
の
基
金
二
五
〇
甫
柄
､
そ
の
他
よ
り
約
二
〇
〇
寓
桐
を
捻
出
し
た
.
第
二
に
宮
廷
諸
経
費
の
節
減
に

使
っ
て
'
円
帝
金
よ
旦

一
〇
〇
寓
痢
及
び
文
撃

tO
O
常
傭
を
支
出
し
た
｡
第
三
に
官
吏
俸
給
朝
の
二
面

を
強
制
寄
附
の
方
汝
に
依

っ
て
徴
収
し
た
.
第
四
に
進
士
及
第
謹
書
の
安
部
に
依
っ
て
二
〇
〇
欝
雨
を
調
達
し
た
｡
第
五
に
座
席
に
封
し
て
御
梢
金
を
命
じ
て

二
O
O
常
繭
を
.
北
京
鑓
荘

(恒
利
｡
旧
制
･
恒
輿
山
恒
源
の
四
大
灼
)
よ
-
の
献
金
に
伐
っ
て
i
lO
O
菌
柄
を
得
た
｡
更
に
四
大
眉
は

:.･/

円
帝
金
よ
り

1
.
五

〇
〇
首
府
を
支
出
し
た
.
然
し
此
等
の
財
源
の
み
に
伐
っ
て
は
到
底
嘆
i(
な
戦
費
に
廠
じ
得
る
筈
が
無
く
､
か

:
h
『け
〉
htAJヒET,こ
ilj'-L"ALL1腎
.
]
r
こ
.J
I
_
L
こし∃
さ.T,〃Tq
)
▲二
=
J:
･什人
)
Lt
PP
rT
q引
【■1TTr
:
S
Ll〒
J
】
L)
rJT
二
T1/
ノ
こ
O

l一
/
=
レし
】良
二
{'｢

./
･･

･･
･.
･･/I.
｢
‥
･
}:.I-･1
..

-
-･

:.
.
I
.
I
;:
.
｢
.･
∵

･
.

-
･
副.･∴
ト二
･
.
三
･
.;:
∵
.
I

L
-.

-
･
J

･･
･
･1
こ

｢

い
て
式
/ノ之
を
朽
ひ
表
に
iK
を
垂
垣
に
h
rい
て
朽
ふ
覇
と
し
た
く
TKL積
に
讃
薬
に
苫
/ノ
て
は

傍
還
禅
師

･
封
白
心
･
瀕
偵

･
傍
講
雀

幣
の
種
a
'等
が
定
め
ら
れ
た
他
'
諸
種
の
有
利
な
保
件
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
｡
例

へ
ば
贋
東
省
に
於
い
て
は
'

11
寓
桐
以
上
の
鷹
叢

者
に
は
位
階

･
名
替
職
を
輿
ふ
る
事
'
募
集
.JS
首
常
桐
を
超

へ
た
場
合
に
は
'
斡
旋
者
は
之
を
掌
典
す
る
軍

港
開
収
入

･
阿
片
管

金
を
揖
保
と
す
る
事
'
等
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
｡
然
し
公
債
の
硬
行
に
就
い
て
此
の
様
な
有
利
な

催
件
が
附
隠
し
て
ゐ
た
と
し
て

も
~
昔
時
の
支
那
融
合
の
賀
状
は
､
決
し
て
清
朝
の
選
ん
だ
公
債
政
策
を
成
功
せ
し
め
る
に
足
る
文
の
傭
件
を
具
備
し
た
も
の
で
は

無
か
つ
た
.
第

l
忙
巻
本
が
映
乏
し
て
ゐ
た
o
古
-
か
ら
中
飽
に
依
っ
て
官
吏
が
'
或
は
澗
古
的
な
商
業
活
動

(康
東
に
於
け
る
貿
易

燭
占
或
は
埴
･
蛾
に
甜
す
る
特
許
商
人
)
乃
至
郡
市
手
工
業
者
や
農
村
に
吸
着
す
る
事
に
伐
っ
て
商
人
が
'

夫
々

資
本
を

蓄
積
し
て
ゐ

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
党

弟
l
巻

四
二

第

二
披

1
二
三

jLT同文書院,飢｣品書,七九五 称,
東亜同文書院,前描書'七九 :ニIT-′八〇一茶 O



目
指
戦
争
に
於
け
る
摘
朝
の
財
政
政
実

弟

Z
春

田

丁
二

第
二
就

一
二
四

た
｡
又
胴
着
の
合
腰
に
依
っ
て
よ
-
大
き
な
資
本
が
形
成
さ
れ
て
ゐ
た
.
然
し
そ
の
範
囲
も

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
-
'

そ
の
昔
横
の

程
度
に
も
限
界
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
｡
即
久
し
い
期
間
を
通
じ
て
の
支
配
者
の
商
業
資
本
に
封
す
る
抑
堕
と
干
渉
の
環
に
､
そ
の
蓄

積
に
も
自
ら

一
定
の
限
度
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
例

へ
ば
盲
衆
支
配
者
は
-
り
返
し
-
-
返
し
'
商
業
資
本
の
利
潤
を
､
時
に
は
餐

本
そ
の
も
の
た
屯
傑
半
し
誓

課
税
･
御
用
金
等
1･｡

叉
支
配
瀬
は
流
通
行
程
の
l#
嬰
な
部
分
を
直
接
白
己
の
管
理
の
下
に
億
を
崩

へ
ば

輿
.
蛾
の
貰
聾

.
商
米
資
本

の
自
由
な
敬
展
と
魂
大
と
を
岨
晋
し
た
.;)
た
と
へ
此
の
様
な
部
分
が
画
賛
賓
本
の
自
由
汚
動
に
委
ね
ら

れ
た
と
し
て
も
'
支
配
者
は

之
に
封
し
て
課
税
す
る
事
か
怠

ら
な
か
っ
た
.
こ
う
し
て
商
業
賓
本
の
蹟
大
に
は

一
定
の
制
限
が
附
せ

qノ

ら
れ
て
ゐ
ね
｡
漸
-
そ
の

1
部
分
に
マ

ヌ

7
7
ク
チ
ユ
T
型
工
業
の
現
は
れ
た
工
業
の
襲
連
状
態
~
自
給
経
済
の
支
配
的
な
農
村
の

賛
情
も
亦
'
商
業
巻
本
の
獲
展
に
封
し
て
充
分
な
拙
宅
を
捷
供
す
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
｡
撃

在

社
倉
の
飴
刑
資
本
を
動
貞
L
t

国
家
の
要
求
に
癒
す
可
き
金
融
機
関
に
し
て
も
､
昔
時
存
し
て
ゐ
た
も
の
は
'
韓
荘

･
票
荘

･
質
星
等
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
.

支
那
に
於
け
る
新
式
銀
行
の
成
立
は
'
光
糟
二
十
三
年

(
1
八
九
七
年
)
盛
宜
憶
が
上
布
に
中
国
通
商
銀
行
を
壁
皿
し
た
の
を
以
て
嶋
矢
と
L
t

中
央
銀
行
と
し
て
の
戸
部
銀
行

(後
に
大
橋
敢
行
'
属
国
革
命
以
後
中
国
鉄
行
と
改
構
)
の
設
立
は
光
緒
三
十
年

(
1
九
〇
四
年
)
で
あ
る
｡
各
省

財
政
の
補
助
機
関
と
し
て
の
者
政
府
の
甘
銀
紙
は
､
先
緒
二
十
二
年

(
1
八
九
六
年
)
に
始
め
て
設
立
さ
れ
た
.

比
の
様
な
支
郡
の
俸
流
的
な
金
融
機
関
が
'
支
那
社
食
の
全
面
竺
且
っ
て
'
厨
-
蟹
田
な
根
を
帯
-
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
た
JJ
は
云
ふ

も
の
の
'
何
れ
も
小
規
模
の
も
の
ば
か
-
で
あ
っ
た
｡
最
大
の
資
本
を
有
す
る
も
の
に
し
て
も
'
そ
の
賓
木
椀
は
辛
じ
て
首
寓
繭
に

幻

達
す
る
程
度
で
あ
り
'
多
く
は
そ
の
資
本
額
激
高
病
室

剛
後
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た

.

此
の
様
な
小
規
模
な
金
融
機
関
が
莫
大
な
激

賛
の
要
求
に
鷹
じ
得
る
等
が
無
か
つ
た
.
の
み
な
ら
ず
､
近
代
的
な
銀
行
が
紙
幣
を
覆
行
し
て
公
債
を
引
き
受
け
る
様
に
'
此
等
の

金
融
機
関
が
自
ら
の
機
能
に
依
っ
て
圃
豪
の
要
求
に
慮
ず
る
に
は
'
社
食
の
制
度
も
金
融
機
関
そ
の
も
の
も
充
分
聾
達
し
で
ゐ
な
か

平野芹,前視書,三三六～三四〇六,三五八頁o
zF野詩,前掲書,三五八～三五九頁C,
東並同文書院,前視書第六韓,第五編支那銀行o



つ
た
｡
第
三
に
従
来
か
ら
支
那
の
匝
豪
と
社
食
は
､
只
租
税
行
政
と
警
察
行
政
と
云
ふ
極
め
て
弱
い
二
つ
の
紐
帯
に
依
っ
て
結
び
つ

け
ら
れ
て
ゐ
る
丈
で
あ
っ
た
.
囲
豪
は
社
食
そ
の
も
の
を
地
盤
と
し
て
そ
の
上
に
立
つ
も
の
で
は
無
く
'
両
者
は
全
-
遊
離
し
て
し

T.

ま
っ
て
ゐ
た
.
だ
か
ら
戟
草
と
云
ふ
様
な
重
大
な
問
題
に
直
面
し
て
も
'
夫
を
杜
骨
会
場
の
共
同
の
問
題
と
し
て
社
骨
が
自
覚
す
る

の
で
は
無
く

夫
は
只
清
朝

一
個
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
'
社
食
に
と
つ
て
は
遠
い
所
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
｡
そ
の
上
民
衆
の
公

債
観
も
'
公
債
を
見
る
に
翠
玉
に
封
す
る
献
金
乃
至
御
用
金
と
見
る
桂
皮
で
あ
-
-
公
債
の
敬
行
に
際
し
て
如
何
な
る
有
利
な
候
件

が
附
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
.
決
し
て
公
債
を
信
績
す
る
事
は
無
か
つ
た
｡
此
の
様
な
事
章
も
亦
､
清
朝
の
探
っ
た
公
債
政
策
の
成
功

に
大
き
な
障
碍
忙
な
っ
た
O
弟
四
に
常
時
恰
か
も
西
太
后
誕
生
拭
賀
の
窯
に
民
間
か
ら
多
顕
の
寄
附
金
を
徴
収
し
た
後
で
あ
っ
た
｡

血

の
様
な
事
情
も
亦
清
朝
内
債
政
策
共
販
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
｡

此
確
の
精
解
情
に
妨
げ
ら
れ
て
.
満
開
が
戦
時
財
政
政
策
の
3L
環
と
し
て
抹
摘
し
兜
公
憤
戯
熊
は
憤
慨
た
る
結
灘
に
終
っ
た
｡
sIJ

し
て
此
の
株
に
閑
寂
と
社
食
と
の
遊
離
し
て
ゐ
た
間
隙
に
､
外
債
が
そ
の
背
後
に
夫
々
の
園
の
政
治
的
野
心
を
件
ひ
乍
ら
流
れ
込
ん

で
釆
た
｡

昔
時

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
園
に
於
い
て
は
ー
公
債
は
巳
に
中
世
紀
的
な
性
格
を
況
し
て
'
近
代
的
な
意
味
に
於
け
る
公
債
に
道
教
遷
し

ゼ

ゐ
た
｡
公
債
政
策
を
可
能
な
ら
し
め
る
可
き
あ
ら
ゆ
る
保
件
と
地
盤
を
億
へ
て
ゐ
た
｡
園
豪
は
巳
に
近
代
的
観
家
に
迄
聾
展
L
t

公
債
も
君
主
の
私
債
た
る
性
格
か
ら
解
放
さ
れ
て
'
国
家
の
負
債
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
ゐ
た
｡
夫
に
伴
っ
て
国
民
の
公
債
観
そ

の
も
の
も
著
し
く
進
ん
で
ゐ
た
.
資
本
も
公
債
を
成
立
せ
し
め
る
に
足
る
丈
蓄
積
さ
れ
､
公
債
の
夜
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
可
き
保

庫

と
し
て
の
金
融
機
関

･
詮
券
市
場
も
充
分
敬
遠
し
て
ゐ
た
｡
し
か
る
に
常
時
の
支
部
社
食
に
あ
つ
て
は
､
此
の
様
な
公
債
の
成
立

か
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
策

第

一
懸

四
一
三

軍

東

三

五

靖水盛光,支那統合の研究,---･二束｡21)



口
清
聴
学
に
於
け
る
朝
清
の
財
政
政
発

第

一
巻

四

一
四

第
二
郎

7
二
六

を
可
能
な
ら
し
め
る
可
き
政
治
的

･
社
食
的

･
経
済
的
な
候
件
も
地
盤
も
す
べ
て
放
け
て
ゐ
た
.

催
件
の
備

は
ら
す
地

盤
の
炊
け
た

支
部
社
食
に
於
い
て
.
清
朝
が
公
債
憩
行
の
基
本
的
保
件
も
基
礎
的
稚
盤
も
反
省
せ
ず
ー
鞭
雑
作
に
先
推
諸
国
に
於
い
て
探
ら
れ
て

ゐ
た
公
債
政
策
の
形
骸
の
み
を
棋
放
し
た
と
こ
ろ
で
F
そ
の
様
な
政
衆
が
失
敗
に
経
る
の
も
皆
然
の
事
で
あ
っ
た
O

此
の
様
な
候
件
の
下
に
於
い
て
､
清
朝
が
公
債
の
敢
行
に
伐
っ
て
.
共
も
殆
ど
帽
材
的
な
方
浩
に
依
っ
て
調
接
し
得
た
戟
韓
は
.

北
東
の

1.
C
n)萄
鯛
を

鞘
｣L
で

.
僻
頒

硝

化
tT.,3

rJ

鴇

1iE
r.
山

関
前
の

T.
三
〇
糾
明

江
蘇
省
,〟

lI
,(,
四
執
柄
'
直
勲
省
の
1
0

0
高
所
.
挟
円
省
の
三
八
甫
柄
､

江
田
省
の
二
三
寓

柄
'
湖
北
省
の

l
四
菌

柄
'
そ

の

他
を
合
し

て
1
､

1
0
0
甫
桐
を
辛
う
じ
て

I.zed

勉

へ
る
程
度
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
て
清
朝
は
肝
要
の
戦
費
を
調
達
し
得
ず
'
進
に
外
債
に
伐
存
し
て
そ
の
急
を
凌
ぐ
事
と
し
た
｡
即

iR

清
朝
が
戦
費
に
充
首
す
る
篤
に
起
し
た
外
債
は
攻
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た

｡

唱

l

確 克 艇 亨匪

記 薩 塑 塑

金 金 金 銀

款 款 款 款

起

債

額

一
､
0
0
0
寓
爾

三
〇
〇
萄
硬

7
0
0
#
%

〝 六 七 利
% 子

櫓

保

海

関

稔

り〟擬
餌
枕
及
江
蘇

韓
枕
･
資
金

〝 ′/ 〟 二 期
十
年 限

〝 .･.･.･･･一 一･････-
八 八 八 起
九 九 九 億
五 五 四 年
年 年 年 月
三 二 十
月 月 月

E
[

頗

償

金

の
負

療

辛
う
じ
て
戯
費
を
調
達
し
得
た
清
朝
は
､
日
清
戦
尊
の
結
果
.
賠
償
金
と
し
て
二
億
両
'
遼
東
牛

島
遺
附
代
償
金
三
千
罵
両
､
威

海
衛
占
領
費
百
五
十
高
繭
.
計
二
億
二
幸

百
五
十
寓
雨
の
負
槍
を
試
せ
ら
れ
た
o
此
の
中
賠
償
金
二
億
両
に
就
い
て
は
そ
の
支
沸
期

京王同文書院,前純音,第一韓,八〇七再o
水村骨太郎,前端香.四三八賀｡

22)
23)



及
び
支
沸
朝
が
次
の
様
に
定
め
ら
れ
た
｡

第

1

次

五
'
0
0
0
笥
両

便
的
締
結

(
1
.八
九
五
年
四
月
)
彼
六
ケ
月
以
内

第

二

次

五
､
0
0
0
虫
両

様
的
締
結
緒
十
二
ケ
月
以
内

盛
観
1
億
両
は
六
ケ
月
紙
に
分
ち
'
衣
の
如
-
そ
の
償
還
を
定
む
｡

第

一

次

批
准
交
換
後
ニ
ケ
年
以
内

第

第

三

次

同

四
ケ
年
以
内

第

第

五

次

同

六
ケ
年
以
内

第

六 四

攻 究 こ欠

批准変換後三ケ年以内

五
ケ
年
以
内

七
ケ
年
以
内

巳
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

毒
し
て
戦
費
を
支
所
L
t
そ
の
財
腺
の
す
べ
て
を
費
消

し
切
っ
て
ゐ
た
清
朝
が
'
之
丈
の
金
額
乾

し
か

も
限
ら
れ
た
期
間
内
に
園
内
に
於
い
て
調
速
し
得
る
筈
が
熊
か
つ
た
G
比
の
場
合
に
も
外
債
に
依
存
す
る
寄
の
み
が
清
朝
に
残
さ
れ

た
唯

一
の
手
段
で
あ
っ
た
｡
日
清
倣
額
の
結
果
清
朗
の
横
網
が
完
全
に
曝
露
さ
れ
'
常
時
支
那
耐
食
の
研
連
か
ら
そ
の
中
梶
を
窺
っ

た
外
債
は
'
此
等
の
諸
闇
に
そ
の
野
心
を

充

た
す
可
き
絶
好
の
磯
食
を
嬢
供
す
る
苛
と
な

-
T.
夫
々
の
間
に
清
朝
の
外
債
募
集
を
繰

っ
て
激
し
い
年
が
展
開
さ
れ
た
.

1
八
九
五
年
七
月
に
は
露
f
I稚
政
府
の
保
誰
の
下
に
'
富

･
俳
の
銀
行
圏
か
ら
四
億
汝
の
資
金
が

捷
供
さ
れ
た

(年
利
四
分
･
償
還
期
限
三
十
六
年
･
関
税
揖
保
)

o

l
八
九
六
年
二
面

に
は
英

･
碍
銀
行
園

(潅
蟹
･
培
撃
銀
行
)
に
依
っ
て

一
.
六
〇
〇
寓
椿
の
資
金
が
輿

へ
ら
れ
た
(年
利
五
分
･
償
還

糾
限
三
十
六
年
･
関
税
指
保
)'

勿
論
此
等
の
諸
歯
か
ら
資
金
が
提
供
さ
れ

る
場
合

に
は
.
常
に
夫
々
の
園
の
政
治
的
な
意
思
が
そ
の
背
後
に
伴
払
'

1
定
の
l父
換
候
件
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
O
露
甜
菜
は
浦
洲

に
於
け
る
線
描
敷
設
権

･
銀
山
採
掘
権
等
を
樺
得
L
t

英
国
は
借
款
契
約
第
七
億
(
-
･
今
次
借
款
未
付
還
時
中
国
鵜
埋
蒋
開
事
務
謄
照
現

今
耕
型
之
津
耕
#
)
に
依
っ
て
'
本
借
款
の
償
遺
さ
れ
ざ
る
限
り
'
支
部
踊
税
行
政
に
於
け
る
維
抹
持
司
と
し
て
の
同
国
人
の
地
位
を

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
策

第
l
奄

E
Z
7
五

第

二
渋

一
二
七



日
清
戦
争
.1
於
け
る
摘
朝
の
財
政
故
実

第

一
審

四
二
ハ

第
二
軟

7
二
八

確

保
し
た
.
澗
逸

･
悌
蘭
西
に
催
っ
て
も
支
部
に
於
け
る
自
己
勢
力
蹟
張
の
野
心
が
液
せ
ら
れ
て
ゐ
た
.

こ
う
し
て
得
た
資
金
に
依
っ
て
賠
償
金
の

l
部
支
棟
を
経
っ
た
清
朝
は
'
債
権
蛸
の
要
求
す
る
交
換
傑
件
を
恐
れ
'
そ
の
規
範
の

支
蹄
に
充
普
す
べ
資
財
娘
を
内
閣
債
に
求
め
た
.
そ
し
て

1
八
九
八
年

一
月
昭
伝
票
(巳
に
民
間
に
央
っ
L
Z信
用
を
明
に
し
之
を
回
復
す
る

末
姉
)
な
る
名
の
下
に
内
園
債
を
敢
和
し
允
｡
親
.Iil
･
i(
官
等
は
挙
党
し
て
之
に
膿
某
し
範
を

示
し
た
ひ

そ
の
他
地
軸

;
旗
構
蘇

原

保
と
L
i
償
還
基
金
制
を
定
め
た
.
又
償
還
期
に
達
し
た
も
の
は
債
券
を
も
っ
て
地
租

･
腰
規
の
網
人
に
代

へ
得
る
事
､
腫
某
耕
十

嵩

繭
或
は
五
十
音
雨
以
上
に
上
る
も
の
は
､
夫

々
将
軍

･
督
撫
よ
-
上
奏
の
上
層
賞
を
加

へ
る
事
'
等
の
特
典
を
附
し

た
.
然
し
此

の
様
な
努
力
と
傭
伸
に
も
拘
ら
ず
'
戯
費
調
達
の
属
に
費
行
し
た
内
債
の
徹
を
堵
み
杢
-
失
敗
に
終
っ
た
｡
即
強
制
募
集
に
依
る
可

L
と
の
捷
案
を
却
け
ー
任
意
公
債
の
方
法
に
依
っ
た
が
'
直
接
募
集
の
任
に
嘗
る
官
吏
の
中
に
は
そ
の
効
を
急
ぎ
の
飴

-
'
強
制
的

な
態
度
を
も
っ
て
望
む
者
も
あ
-
'
社
食
の
不
安
と
恐
怖
を
つ
の
ら
せ
る
文
で
あ
っ
た
.
商
人
の
中
に
は
官
吏
に
封
す
る
階
婿
に
依

っ
て
公
債
鷹
碁
を
免
れ
ん
と
す
る
者
も
あ
仁

王
商
の
中
に
は
之
を
免
れ
る
馬
に
外
人
の
商
既
を
用
ふ
る
者
さ

へ
現
は
れ
た
.
此
の

榛
な
状
態
の
下
に
於
い
て
募
集
し
得
た
金
顕
は
､
山
東
省
の
二
五
高
桐
'
安
徽
省
の
五
〇
蕗
繭
'
河
南
省
の
三
〇
寓
両
'
奉
天
省
の

三〇
商
内
'
江
蘇
省
の

l
二

〇
甫
柄
~
そ
の
他
を
合
し
て
約
五

〇
〇
蔦
術
に
過
ぎ
な
か
っ
た
.

か
-
て
再
び
共

･
燭
銀
行
闘

(准
型
･
徳
華
銀
行
)
に
俵
戟
し
て

1
.
六

〇
〇
寓
樺
を
調
達
し
'
辛
う
じ
て
賠
償
金
の
戎
瀬
の
支
珠

を
終
っ
た
(年
利
E7.分
五
度
､
慣
還
期
硯
PT=十
六
年
.
据
保
は
関
根
と
蘇
州

･
松
泥

･
九
江
･
斬
束
の
産
金
及
宜
昌
･
湖
北
沿
岸
･
安
敵
網
岸
の
塵
麿

金
).
比
の
外
債
の
成
立
に
関
し
て
も
'

英
閑
に
倣
っ
て
支
部
財
政
監
督
権
と
ビ
ル
マ
よ
り
揚
子
江
に
通
す
る

鉄
道
敷
設
樺
が
要
求

さ
れ
て
ゐ
た
｡
こ
う
し
て
債
倖
園
に
依
っ
て
要
求
さ
れ
る
交
換
傭
件
は
'

清
朝
財
政
に
於
け
る
外
債
の
累
積
に
伴
っ
て
苛
酷
と
な

東亜同文書院,前端書第一韓,八二二-八二七頁B
東正同文書院,前視書第-班,八二七頁｡
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り
'
露
骨
化
す
る
の
み
で
あ
っ
た
D

哉
皆
の
調
達

･
賠
償
金
の
隻
揺

･
此
等
に
基
-
外
債
の
累
積
は
､
著
し
-
清
朝
の
財
政
を
窮
乏
に
格
入
れ
'
更
に
将
来
に
於
け
る

l
犀
の
財
政
窮
乏
を
預
想
せ
し
め
る
に
至
っ
た
｡
例
へ
ば
日
清
戦
争
を
中
心
と
し
て
､
清
朝
は
五
千
蔦
襟
を
超

へ
る
外
債
を
負
婚

し
､
年
々
償
還
す
べ
き
も
の
の
み
で
も
二
千
五
首
商
内
を
超
へ
る
事
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
哉
前
八
千
薗
繭
内
外
に
過
ぎ
な
か
っ
た
経

費
は

l
倍
柄
を
超
過
す
る
に
至
っ
た
｡
然
し
之
に
封
謄
す
べ
き
収
入
の
大
宗
と
し
て
の
紺
税
収
入
は
二
千
寓
柄
に
過
ぎ
な
か
っ
た
.

か
-
て
財
政
窮
乏
に
庶
じ
或
は
将
来
に
於
け
る
財
政
確
立
の
烏
.

清
朝
は
栽
後
経
営
に
基
-
財
政
政
策
と
し
て
'

経
費
の
節
減
と

収
入
の
増
加
を
企
て
た
.

例
へ
ば
経
費
節
減
と
し
て
は
'

(
1
)
制
兵
の
裁
滅
､

(
二
)
局
員
手
営
倉
の
減
額
'

(

≡
)

加
俸
の
減

額
が

収
入
増
加
策
と
し
て
は
､
(
こ

増
椀

-
甜
硯
の
引
上
F
茶

･
砂
糖
馨
金
の
引
JJJ

潤
滑
悦
の
引
上
'
(
二
)
御
用
余
(質
茄
･

∴

柴

店
に
射

し

て
)
等
の
方
津
を
輔
rJた
-
文
語
頭
の
簸
た
凌
ぐ

謁
に
'
光
洞
二
±

二
年

へ
一
八
九
1.-tl
l
仁
ま
･T
呼
1･EILl1よ
-
の
詫
狭
拭
道

-,I
LP
ti
rH
⊂
讃
裾
石

部
利
>
:T
E
il

二

.ノ
･Fh

句
,･
K
は
英
国
よ
り
C
j

沸
尉
戸
列
麹
迂
4
億
二
三
C
商
覇
を
流
用
し
た

L.

烈

し
此

の

棟
な
方
法
が
探
ら
れ
た
と
し
て
も
ー
呆
等
は
何
れ
も
嘗
画
の
急
に
磨
じ
得
可
き
も
の
に
す
ぎ
ず
'
清
朝
財
政
に
於
け
る
最
も

大
き
な
縄
格
と
し
て
の
地
方
分
樺
的
な
財
政
機
構
の
改
革
と
云
ふ
根
本
的
な
問
題
に
迄
千
が
延
ば
さ
れ
た
も
の
で
は
無
か
つ
た
｡
根

本
的
な
問
題
に
梱
れ
す
､
只
部
分
的
な
鮎
の
み
を
封
象
と
し
た
此
の
様
な
禰
縫
策
が
､
巳
に
極
度
の
窮
乏
に
絶
入
-
'
更
に
滞
衆
に

於
け
る
窮
乏
を
旗
想
せ
し
め
る
財
政
を
救
済
し
得
る
等
が
無
か
つ
た
｡

財
政
窮
乏
救
済
の
葛
-
特
に
戦
費
調
琴
或
は
戦
後
経
営
の
手
段
と
し
て
'
錯
賃
の
政
志
或
は
政
府
紙
幣
の
憩
行
等
の
方
韓
が
'
増

税
或
は
御
用
金

･
公
債
等
の
手
段
と
併
ん
で
用
ひ
ら
れ
た
例
は
'
各
園
の
財
政
史
に
常
に
見
受
け
る
所
で
あ
る
｡
如
し
清
朝
は
日
摘

日
精
戦
車
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
策

第

1
番

四
7
七

第

二
銑

1
二
九

26) 木村骨太郎,前根書,四四三頂く,
27) 買士毅,民間財政史 1射,二:(:)免 邦謁,二四頁｡
28) 朱′風 前緒番,一〇大嵐,
29) H.Jecht;Kriegsfinanzen,】9:軌 8124･



日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
励
政
政
党

第

1
巻

四

一
八

第

二
筋

1
三
〇

戯
率
に
於
い
て
此
の
様
な
方
法
を
採
用
し
な
か
っ
た
様
で
あ
る
.

由
来
支
那
の
国
家
は
社
骨
を
地
盤
と
し
夫
を
背
景
と
す
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
｡
観
象
は
杜
骨
か
ら
仝
-
遊
離
し
て
ゐ
た
｡
両
者

を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
は
'
租
税
行
政
と
督
察
行
政
と
云
ふ
只
二
つ
の
紐
帯
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
た
と
へ
国
家
が
社
食
に

吉
.iJqL⊃
E
…
.rl
⊃
lU
ヒ

ノ
U
も
.
Ji,.ま
仕
替
て
樹
し
て
LL
歩
lu
加
＼
.n
鼓
か
D
ljD
が
多
か
つ
な
.
古
く
か
ら
国
家
は
供
奉
も
軽
を
以

.r
･し
■
-.
.
･l

A=

_I
.

.T･･社
食
に
臨
み
'
治
水
事
柴
等
を
重
大
な
任
務
と
し
て
支
配
者
が
楯
暫
し
Lr
.ゐ
た
と
は
云
ふ
も
の
の
'
夫
等
は
む
し
ろ
肖
ら
秒
生
命

を
維
持
す
る
事
を
tZZZ的
と
し
'
そ
の
篤
の
物
的
手
段
を
増
大
す
る
意
園
の
下
に
行
ほ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
そ
の
駕
に
大
き
な

負
櫓
と
労
働
力
と
を
農
民
に
要
求
し
た
.
又
此
の
様
な
任
務
が
国
表
に
依
っ
て
埼
嘗
さ
れ
た
と
し
て
も
､
夫
が
ど
の
程
変
ま
で
菅
際

に
行
は
れ
て
ゐ
た
か
も
疑
ほ
し
い
｡
従
っ
て
社
食
は
国
家
の
干
渉
を
最
小
限
に
喰
ひ
止
め
乍
ら
自
ら
を
守
-
'
自
ら
の
力
に
依
っ
て

機
能
を
挽
け
て
ゐ
た
o
例
へ
ぽ
抑
商
主
義
の
結
果
'
商
人
国
債
は
公
権
力
に
伐
る
保
護
に
代
へ
て
'
私
的
保
護
の
制
度
を
高
彦
に
費

達
せ
し
め
て
ゐ
た
.
叉
賓
本
の
投
下
に
関
し
て
も
､
国
家
の
干
渉
と
抑
歴
と
か
ら
自
ら
を
守
る
篤
に
目
立
た
な
い
方
按
が
搾
ら
れ
て

ゐ
た
し
､
夫
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
た

｡

貨
幣
に
し
て
も
､
清
朝
時
代
に
は
制
銭
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
は
云
ふ
も
の

の
､
杜
骨
は
鷺
質
債
値
を
有
す
る
も
の
を
交
換
の
基
準
と
し
て
選
び
､
特
に
商
菓
取
引
等
に
於
い
て
は
銀
を
基
礎
と
し
そ
の
上
に
皆

糞
を
績
け
て
ゐ
た
.
従
っ
て
此
の
様
な
杜
骨
に
清
朝
が
錆
貨
の
改
悪
乃
至
不
換
紙
幣
獲
行
の
方
港
を
以
て
望
ん
だ
と
し
て
も
~
国
家

の
干
渉
か
ら
自
ら
を
守
る
事
に
久
し
い
問
慣
ら
さ
れ
て
ゐ
た
支
那
杜
骨
に
於
い
て
'
夫
か
ら
大
き
な
成
果
を
期
し
得
る
筈
は
無
か
っ

た

の
で
あ
る
｡
例

へ
ば
逆
光
年
間
に
各
省
に
於
い
て
'
夫
々
の
鏡
貨
が
盛
に
鋳
造
さ
れ
た
が
'
夫
は
湊
的
債
柊
に
於
い
て
通
用
し
得

ず
'
各
省
は
結
局
そ
の
鋳
造
を
中
止
し
た
.
成
盟
年
間
に
は
'
太
平
天
国
の
乳
に
依
る
収
入
減
と
銅
供
給
量
の
不
足
を
補
ふ
蔦
に
､

平野貰,前梅香,三四一～三四二頁｡30)



声
部
は
名
目
錆
軍
k
,襲
行
し
た
.
恭
し
社
食
に
億
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
ず
､
名
目
蕪
貨
は
忽
ち
に
し
て
流
通
場
裸
か
ら
滑
減
し
な

紙
幣
に
関
し
て
も
-
清
朝
の
初
新
に
砂
貫
の
制
度
を
定
め
て
少
額
の
紙
幣
を
聾
行
し
た
が
'
失
敗
に
絶
っ
た
｡
成
豊
年
間
に
も
'
太

平
天
国
の
乱
に
伐
る
財
政
窮
乏
に
追
は
れ
'
激
賛
支
群
の
属
に
'
銀
繭
単
位
の
官
票
及
び
銭
貨
を
表
は
す
錦
紗
を
官
銀
購
よ
-
'
戸

部
よ
-
は
賀
妙
を
覆
行
し
た
が
'
ロハ社
骨
と
濯
済
む
混
乱
に
至
ら
し
め
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
む
し
ろ
此
等
の
失
敗
に
鑑
み
て
､
蘭
非

滴
朝
は
紙
幣
の
蚤
行
を
極
力
避
け
て
ゐ
た
.
勿
論
清
朝
が
そ
の
意
思
を
充
分
社
食
の
内
部
に
よ

り込
ま
せ
得
る
丈
の
力
を
持
ち
'
統

合
が
そ
の
様
な
意
思
を
受
け
容
れ
る
丈
の
状
態
に
あ
っ
た
な
ら
ば
'
此
の
様
な
方
法
も
清
朝
の
故
障
財
政
政
策
の
l
環
と
し
て
成
功

し
得
た
で
あ
ら
う
｡
然
し
昔
時
の
支
那
で
は
'
此
の
横
な
債
件
は
仝
-
放
け
て
ゐ
た
.
例

へ
ば
措
保
が
定
め
ら
れ
た
他
'
極
め
て
有

利
な
保
件
と
特
樺
の
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
た
戦
時
公
債
で
さ
へ
も
失
敗
に
経
っ
た
o
従
っ
て
清
朝
が
錆
貨
の
改
態
乃
至
不
換
紙
幣
敦
行
の

方
酷
を
選
ん
だ
と
し
て
も
.
末
T7k
禎
頚
に
演
り
る
と
同

一
の
粁
過
を
辿
り
..
天
眼
に
経
ち
ざ

る
TTL･J碍
潅
か
っ
iJ
L
Jあ
ら
う
｡

lpl
1.,EtT]41.も
Y･J.
ノヽ
′ノン
け盆r

rrt
[L
濃什
叩一等
弓
パut良月
胡篭

日
清
戟
草
は
支
邦
近
代
史
に
大
き
-
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
第

1
に
敗
戦
の
結
果
清
朝
の
弱
鰻
が
曝
露
さ
れ
る
と
共

は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
支
那
社
食
へ
の
願
力
が

1
段
と
強
化
さ
れ
た
.
の
み
な
ら
ず
下
開
催
約
の
精
兵
'
清
朝
は
夫
等
の
諸
国
に

封
し
て
支
部
進
出
の
横
合
を
公
然
と
提
供
し
た
｡
蘭
東
銀
道
の
敷
設

･
錦
山
の
採
掘

･
銀
行
の
設
立

･
工
場
の
創
設
等
あ
ら
ゆ
る
管

を
通
じ
て
'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
賓
本
か
支
部
社
食
に
流
れ
込
み
ー
臭
に
伴
っ
て
夫
々

の
勢
力
圏
が
蹟
大
き
れ
て
行
っ
た
｡
第
二
に

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
勢
力
の
支
部
進
出
に
加
速
度
が
加
へ
ら
れ
る
と
共
に
'
そ
の
影
響
の
下
に
'
支
那
社
食
に
於
け
る
習
い
も
の
が
崩
崩

日
韓
間
草
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
兼

帯

一
巻

E
:
7
九

第

二
既

7
三
7

31) 宮下欝, 方 ･7,支那貨幣論 , 一一･三頁0
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日
精
暇
竿

に
放
け
る
清
朝
の
朋
政
政
男

第

7
懸

四

二
〇

第

二
坑

二二二

威
し
始
め
た
.
外
部
か
ら
の
購
い
願
力
は
支
配
者
と
支
那
民
族
資
本
の
自
覚
を
促
し
､

此
等
を
中
心
と
す
る
新
し
い
方
向
へ
の
運
動

が
芽
生
へ
て
禿
た
o
阿
片
滋
争
以
東
巳
に
始
っ
て
ゐ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
支
那
進
出
と
支
部
白
煙
に
於
け
る
新
し
い
方
向

へ
の
道

動
が

.
日
清
数
寄
に
伐
っ

て
指
車
を
加

へ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
o
云
は
ゞ
日
清
故
事
は
E
阿
片
戦
争
以
非
巳
に
支
那
杜
骨
の
歩
み
始

め
て

ゐ
た

コ
I
T.'
む
よ
り
明
擬
に
定
め
'
開
釈
支
那
祉
哲
の
艶
は
さ
れ
て
ね
だ
運
命
を
よ
り
明
瞭
に
表
園
に
浮
び
上
ら
せ
JLJ;
p
e
.管

Lり
lへノ
.こ
D

lノレ
ノ
.7

比
の
棟
に
日
清
数
寄
は
ー
阿
片
数
学
以
来
の
支
那
祉
骨
の
動
き
を
張
-
運
命
づ
け
た
の
み
で
無
く

清
朝
の
財
政
に
も
大
き
な
影

密
を
及
ぼ
し
た
o
戦
費
の
調
達

･
柁
償
金
の
負
婚

･
此
等
に
基
-
外
債
の
巣
積
等
け
'
巳
に
窮
乏
に
隔
入
っ
て
ゐ
た
帝
都
財
政
を
品

々
困
窮
せ
し
め
た
｡
戦
費
調
達

･
賠
償
金
支
蹄
の
馬
に
内
国
債
の
敢
行

･
櫓
穂
等
も
企
て
ら
れ
た
が
､
常
時
の
支
那
社
食
の
状
態
に

妨
げ
ら
れ
て
何
れ
も
失
敗
し
た
｡
此
の
様
な
間
隙
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
資
本
が
喰
ひ
入
っ
て
釆
た
.

し
か
も
外
債
の
成
立
に
際

し
て
は
'
必
ず
そ
の
背
後
に
債
椎
閥
の
政
治
的
な
意
思
が
件
ひ
.
常
に

1
定
の
交
換
低
件
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

が
比
の
様
な
野
心
を
持
っ
て
杏
つ
た
れ
ば
こ
そ
'
此
等
の
諸
国
の
間
に
'
清
朝
の
外
債
募
集
を
繰
っ
て
常
に
激
し
い
零
が
展
開
せ
ら

判

れ
て
ゐ
た
O
そ
れ
自
身
資
本
の
輸
入
国
で
あ
っ
た
霜
田
.G
で
さ
へ
も
'
此
の
開
率
の
中
に
於
い
せ
大
き
な
得
割
を
演
じ
て
ゐ
た
｡

彼

等
は
清
朝
の
外
債
募
集
に
廠
ず
る
事
に
伐
っ
て
~
そ
の
政
治
的
機
構
の
中
に
迄
も
喰
ひ
入
-
-
自
己
の
支
郵
社
食
に
於
け
る
勢
力
圏

の
蹟
大
を
援
誕
し
た
.
こ
う
し
て
日
清
数
学
を
中
心
と
す
る
清
朝
の
財
政
政
策
に
伴
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
願
力
が
強
化
さ
れ
る

の
み
で
あ
っ
た
｡
勿
論
哉
痔
財
政
政
策
の
1
手
段
と
し
て
'
或
は
預
想
さ
れ
る
将
来
に
於
け
る
財
政
窮
乏
に
封
庶
す
べ
き
も
の
と
し

て
'
経
費
の
&E:
減

･
収
入
の
増
加
等
の
方
法
も
探
ら
れ
た
が
､
此
等
は
何
れ
も
督
面
の
意
を
凌
ぎ
得
た
に
過
ぎ
ず
'
根
･R
的
な
財
政



I

I
雷

I
I
I
遍

晋

-

J-
I-
････

改
革
に
ま
で
進
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
D
又
昔
時
の
支
部
社
食
の
状
態
と
し
て
は
'
そ
の
様
な
方
法
に
債
っ
て
大
き
な
成
典
を
輩
げ
得
る

等
が
無
か
つ
た
.
だ
か
ら
債
構
図
に
依
っ
て
常
に
恐
る
可
き
交
換
債
件
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
'
経

へ
す

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
資
本
が
､
清
朝
財
政
の
窮
乏
を
禰
鯉
す
べ
き
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゐ
た
O
夫
に
伴
っ
て
自
己
の
財
政
を
益
々

窮
乏
に
陥
入

ら
せ
る
文
で
あ
っ
た
｡

然
し
乍
ら
此
の
様
な
財
政
の
窮
乏
は
､
蓮
に
清
朝
を
駆
っ
て
根
本
的
財
政
改
革
の
方
向
に
進
ま
せ
る
忙
至
っ
た
｡
例
へ
ば
光
緒
三

十
四
年

(
1
九
〇
八
年
)
に
は
､
財
政
に
於
け
る
根
本
的
な
紋
格
を
攻
め
ー
そ
の
中
央
集
楢
化
を
企
て
る
も
の
と
し
て
清
理
財
政
軍

程
が
定
め
ら
れ
ね
o
そ
の
他
預
貸
制
度
の
確
立

遠

一
組
庫
制
度
等
も
企
て
ら
れ
た
.
此
等
の
改
革
策
と
併
ん
で
債
幣
制
軍

銀
行

叫

制
度
の
改
普
案
も
論
議
せ
ら
れ
て
ゐ
た
o
勿
論
全
く
勢
威
を
央
堕
し
た
清
朝
に
依
っ
て
此
わ
様
な
根
本
的
改
革
が
成
し
速
げ
ら
れ
る

許

は

蝦

か

つ

た

｡
然
し
粁
掛
取
掛
け
此
群
m
財
政
改
革
策

は

､
氏
脚
韓
井
伏
に

･;;新
し
hv炊
僻
に
依
っ
て
鵬
水
さ
れ
松
｡
撰

朗

桝

に
於
け

る
財

政

改
革
案
の
主
要
課
題
LJ
し
た
所
は
'

中
央

集
樵
的
な
財
政
の

確
立
で
あ
っ
た
G

此
の
日
棟
に
狩
ふ
可
き
も

の

と

し

て
､
園
地
祝
劃
分
案

･
中
央
尊
款
保
例

･
中
央
解
款
保
例

･
園
地
税
劃
分
修
正
案
等
の
l
蓮
の
財
政
革
新
轟
が
引
き
つ
Ltき
建
策
さ

れ
て
ゐ
る
.
例
へ
ば
民
図
二
年
財
政
部
提
案
の
国
家
税
地
方
税
法
草
案
に
於
い
て
は
.
国
家
と
地
方
に
嵐
す
可
き
租
税
が
攻
の
株

制

定
め
ら
れ
て
ゐ

た

｡

H
)

左
記
各
項
は
国
家
税
と
定
b
｡

田
城
･
韓
税
･
関
税
･
常
関
根
･
統
消
･
発
金
･
額
税
･
契
硬
･
牙
規
･
雷
耽
･
牙
掴
･
芸

･
姻
校
･
酒
税
･
茶
硯
･
糟
規
･
鱒
講
規

(

二

)

左
記
各
項
は
清
爽
設
-
可
Jrb
も
の
に
し
て
国
家
税
と
定
む
｡

肝
得
槻
･
印
花
枕
･
翌
銀
枕
･
相
絹
枕
･
雷
幾
枚
･
出
産
祝
･
紙
解
蓉
行
枕

34) 大村帝大郡.前提寄,七一頁.,
35) 朱 r乳 前摘発,一一一～一･一 ,'､璃 ｡,
36) 文士毅,民国財政史 上肌 --A(二)七.---=頁,邦語,-二一～一二大東｡

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
乗

弟

一
巻

四
二

一
第
二
戟

二
三二



日
清
職
肇
に
於
け
る
清
朝
の
朗
政
政
策

第

1
巻

四
二

1

第

二
折

1
三
四

(

三

)

左
記
各
項
は
地
方
税
と
定
む
O

田
賦
附
加
税

･
菌
根

･
特
番

枕

･
糧
氷
枕

･
土
菅
謂
(
阿
片
板
葺
店
に
封
す
る
課
税
)
･
抽
指
及
醤
油
謂

･
糖
掴

･
雑
役
指

･
店
端

･
房
指

･

甑
拍

･
車
絹

･
幾
月
絹

･
茶
館
消

･
鍍
鰭
桐

･
閑
摘

･
魚
絹

.
屠
端

･
失
行
洞

｡
そ
の
他
雑
税
及
び
純
絹

(
四
)

左
記
各
項
は
絡
爽
設
-
可
き
も
の
に
し
て
地
方
税
と
定
む
｡

家
屋
税

･
閉
校
を
課
せ
ざ
る
皆
諸
税

･
同
上
晴
賀
柁

山
人
市

税
□

使
用
物
税
8

使
用
人
規

･
皆
業
祝
附
加
祝

･
所
得
税
附
加
税

両
地
方
特
別
税
S
圃
家

紋
に
封
す
る
約
諾
-
LJ･Vる
も
の
及
び
特
別

税
に
L
T
財

政
部
の
不
瀧
と
認
ひ
る
も
の
は
'
財
政
郎
よ
-
そ
の
撤
収
を

男
山
す
る
等
を
祁
ー

地
方
附
加
規
に
関
し
て
は
左
の
制
限
を
超
過
す
る
を
得
ず
｡

(3)(2)(1)

田
賦
附
加
税
は
HZZ
分
の
三
十
を
超
過
す
る
を
得
ず
｡

皆
第
枚
附
加
枕
は
首
分
の
二
十
を
超
過
す
る
を
待
ず
｡

所
得
税
附
加
稔
は
官
分
の
十
五
を
超
過
す
る
を
得
ず
.

此
の
様
に
し
て
従
来
各
省
の
課
税
楢
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
た
多
く
の
租
税
を
園
豪
の
支
配
下
に
移
す
他
､
各
省
の
課
税
梓
を
著
し

-
制
限
し
以
て
中
央
財
政
の
確
立
を
期
し
た
の
で
あ
る
.
此
の
他
襖
算
制
度

･
園
庫
制
度

･
貨
幣
制
度

･
銀
行
制
度
等
に
関
す
る
多

-
の
提
案
が
薦
さ
れ
た
o
叉
関
税
自
主
樺
回
復
へ
の
遥
動
も
始
め
ら
れ
た
｡
然
し
此
等
の
塊
案
は
'
何
れ
も
社
食
の
混
乱
に
妨
げ
ら

れ
て
何
れ
も
単
な
る
提
案
に
止
っ
た
｡
三
民
主
義
を
基
礎
と
す
る
蒋
政
権
の
下
に
於
い
て
も
'
比
の
様
な
改
革
案
が
引
き
櫓
が
れ
'

庚
汎
な
経
済
連
設
計
婁
JJ
併
ん
で
'
民
図
十
七
年
七
月
に
は
第

l
攻
重
囲
財
政
合
議
が
開
催
さ
れ
､
関
税
自
主
権
の
回
復

･
囲
債
の

亜
理

･
国
税
と
地
方
税
と
の
値
分

･
密
金
の
贋
止

･
地
租
及
び
壁
税
の
改
革

･
所
得
税
相
規
横
着
移
税
の
創
設
等
幾
多
の
財
政
確
立

に
賛
す
可
き
問
題
が
提
出
さ
れ
た
O
民
閲
二
十
二
年
五
月
の
第
二
次
金
閣
財
政
合
議
に
於
い
て
も
､
租
税
行
政
に
関
す
る
問
題
が
中

心
議
題
と
せ
ら
れ
た
｡
第

l
次

･
第
二
次
登
園
財
政
合
議
の
結
果
は
~
落
政
権
の
樟
力
演
大
に
伴
っ
て
そ
の
1
部
が
茸
現
さ
れ
'
支



郊
財
政
は
近
代
的
財
政
の
方
向

へ
1
歩
前
進
す
る
事
に
な
っ
た
｡

ど
う
し
て
日
清
我
等
以
後
に
於
け
る
財
政
窮
乏
は
'
清
朝
を
願
っ
て
財
政
改
革
に
向
は
し
め
た
O
そ
の
改
革
は
民
園
革
命
後
も
贈

東
さ
れ
'
更
に
蒋
政
権
下
の
重
囲
財
政
合
議
に
於
け
る
財
政
改
革
案
と
そ
の
一
部
分
の
賛
規
に
迄
襲
属
し
た
.
然
し
支
那
社
食
の
持

つ
鵜
娼
い
侍
統
的
な
性
格
は
'
此
等
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
備
そ
の
完
重
な
成
功
を
妨
げ
て
ゐ
る
O
多
-
の
問
題
が
未
解
決
の
健
残
さ

れ
て
ゐ
た
｡
薄
政
権
下
の
全
国
財
政
合
議
の
結
果
は
'

一
部
菅
現
さ
れ
ー
或
は
多
-
は
己
に
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
て
ゐ
た
｡
然
し

苦
い
制
度
が
便
戯
大
き
な
力
を
以
て
財
政
改
革
の
進
展
を
妨
げ
て
ゐ
た
｡
比
の
様
な
所
に
支
部
財
政
の
或
は
支
那
杜
骨
の
大
き
な
特

長
が
あ
る
様
に
息
は
れ
る
｡

日
清
戦
争
に
於
け
る
清
朝
の
財
政
政
党

第

7
巻

四
二
三

第

二
改

1
三
五


