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フ
ラ
ン
ス
筒
有
前
後
の
妥
商
社
骨

フ

ラ

ン

ス
領
有
前
後
の
安
商
社
曾

第

二
審

八
四
四

第
E
l既

八

〇

瑠

フ
ラ
ン
ス
が
交
虻
支
那
を
植
民
地
と
し
た
年
は

1
八
六
七
年
'
安
南
及
び
･L･
ン
キ
ン
を
保
護
領
と
し
た
年
は
夫
々
l
八
八
四
年
及

び

1
八
八
五
年
で
あ
る
が
､
首
痔
の
安
甫
杜
骨
は
如
何
な
る
基
本
的
性
格
を
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
?

そ
れ
は
如
何
な
る
融
合

と
し
て
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
?

こ
の
疑
問
に
答

へ
る
こ
と
は
そ
の
後
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
政
令
の
影
響
_
よ
る
社
食
的
経

済
的
饗
勤
の
過
程
を
考
察
し
'
ま
た
フ
ラ
ン
ス
栴
民
政
策
の
功
罪
を
許
債
す
る
上
に
極
め
て
重
要
な
こ
と
と
見
ほ
れ
る
.
た
ゞ
こ
れ

が
た
め
に
は
豊
富
な
第

一
次
的
資
料
を
利
用
し
得
ね
ば
な
ら
ぬ
が
'
こ
れ
は
現
状
を
以
て
し
て
は
困
難
な
の
で
'
以
下

1
つ
の
試
み

と
し
て
若
干
の
資
料
-
1

主
と
し
て
東
証
研
究
所
及
び
東
洋
文
庫
所
蔵
の
も
の
ー

-に
堰
-
'

右
の
疑
問
に
答

へ
て
見
た
い
と
思

ふ

｡

j

官

人

支

配

社

食

(

B)

宮
人

昔
時
の
安
商
社
倉
は
'
政
治
的
に
は
如
何
な
る
様
相
を
呈
し
て
ゐ
た
か
7

7
ラ
ン
ス
､
安
南
繭
園
の
官
吏

･
軍
人
又
は
端
行
者
と
し
て
安
甫
王
国
に
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
達
の
手
記
を
見
る
と
'
要
甫
王



観

に
於
け
る
官
僚
所
謂
宮
人

M
a
nd
a
l
J.n
の
喜
制
的
権
力
が
鴇
等

の
隈
に
強
く
映
じ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る

O

既
に

1
七
九
〇
年
以
木
十
八
年
間

ト
ン
キ
ン
三

EL任
し
た
冨
教
師
ド
ゥ
エ
フ
･
..>J
ツ
サ

シ
ュー
ル
は
'

乃
〃

I
l

殺
門
型
態
で
j

つ
い
て

左

の
.如
-
述
べ
て
ゐ
る
｡

｢
王
り
み
が
韻
S
LTET
l
!於
い
T
与
m群
で
JCL-
､
彼
の
治
的
ろ
人
展
汁
耳

へ
て
小
官
人
の
品
し
い
搾
救
い
で｣
甲
r.H
も
T3
1こ
い
哲
人rLll
に
.問
っ
て
,泊
る
,三
石

へ
NI
O
小
官
八
は
-
.I,l官
控
-り
大
官
人
の
LJめ
損
奪
L=㌻
つ
れ
､
曽
ぬ
ら
で
ゐ
る
O
そ
し
て
規
王
は
紙
筆
官
斬
罪
に
毘
す
る
こ
J
に
よ
-
'
彼
等
が

糎
竺
J
不
正
㍗
b方
法
を
以
て
雑
件
し
た
財
物
や
合
を
横
領
す
る

の
で

あ

る
.
こ
の
残
酷
且
便
数
な
寄
例
-
'
姫
の
昔
が
横
倉
Jや
o毎

に
同

〓
串
を

繰
返
す
こ
JLを
JLZ
げ
LJ,い
｡｣

｢
帽
い
地
牌
は
l.t･ほ
鴻
梢
刀
且
娼
絹
で
･9
ヮ
'
TTll己
が
誼
碓

A>-,課
し
破
滅
さ
せ
LJ
る
る
<
宅
の
変
葛
を
信
じ
砕
な
い
｡
そ
の
枚
第
2-i.
人

民
を
貧

窮
の

;.

w

一
骨

詳
し
/＼
宮
人
に

つ
い

て
述

べ

て

ゐ

安
甫
海
軍

の

指
導
岩
と

し
て
官
人
と
の

山

父
渉

の
深
か
つ
た

チ

エ
ト
ル
イ

ル
川
ド
ゥ
･ラ
/
ン
ま
1

m

る
｡
彼
は
そ
の
日
記
に
於

い
て
官
人
を

r夫

支
配
階
凝
｣
と
呼
び
'
安
南
の
住
民
は
宮
人
と
人
民
と
い
ふ
二
つ
の
L
/
き
い
階
級

k
JL分

れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
O
安
甫
国
王
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
'
虞

の
支
配
者
は
国
王
に
非
す
し
て
宮
人
で
あ
る
｡
そ
し
て
人
民
と
宮
人
と
を
分

つ
も
の
は
考
試
の
制
度

で
あ
る
O

｢
考
試

･
官
人
等
の
支
那
的
制
度
に
於
い
て
'
民
主
々
義
的
精
神
は
根
本
か
ら
撃
果
さ
れ
て
ゐ
る
O
考
試
は
官
人
S
鍵
で
あ
る
rj

.･
安
南
に
於
い

て
は
試
歳
の
布
は
れ
た
る
方
法
に
甲
り
.
宮
人
は
等
買
上
殆
ど
世
瑠
謁

で
あ
る
.
官
人
の
子
供
は
必
ず
特
典
を
.｡
ち
'
試
碑
首

の
心
に
大
き
い
影

響
を
韻
へ
る
も
の
は
'
能
力
や
茸
カ
L/･,i
,ら
)'5,し

ろ
欄努
や
術
策
で
あ
る
O
こ
の
原
則
に
封
し
て
は
､
亨

L
L
T
玉
算
な
政
治
的
考
応
に
基
づ
-

例
列
が
秘
め
て
鞘
に
あ
る
の
一〆
で
あ
る
eJ

1) deLaBISSaChもre,LarelEtt.Lミ⊃11 ≡t,rlaTonkinetleCochinchine,1807,
とd.C.B Maybon.19三0,p,M

2) ihid_,p.167.
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フ
ラ
ン

ス
領
有
前
後
の
安
南
紀
督

第
二
審

八
四
六

第
E
Z折

八
二

右
の
如
き
見
方
は
官
人
と
な
る
賓
格
の
獲
得
に
複
雑
な
教
育
や
試
験

の
階
梯
を
要
し
た
こ
と
や
'
勢
力
者

の
子
弟
が
常
に
有
利
な

地
位
に
置
か
れ

て
ゐ
た
等

の
事
蜜
か
ら
み
て
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
.

常
時
の
考
試
制
度
に
つ
,yb
詳
説
す
る
姓
は
LIuい
が
二
･同
駅
の
甘
人
-
L
bる
賛
縮
i
J終
る
た
め
に
lij
'
村
の
弊
校
I

･
訓
導
の
学
校
-

･
撃
葦
¢
孝

)
TLし
亡
r
,
J
L
-

I_I

の
で
'
常
人
の
容
易
に
企
及
し
縛
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
に
｡
常
人
の
多
-
の
･～-Jの
は
月
謝
を
納
め
る
資
力
や
､ヱ

怒

い
の
で
'
大
抵
村
の
弊
校

yT.

卒
業
す
る
と
す
ぐ
家
業
や
責
務
に
就
い
た
の
で
あ
る
O
富
者
の
多
.､
は
教
師
に
給
典
を
輿
へ
て
子
弟
に
教
授
せ
し
め
'
･lた
富
者
の
子
弟
は
前
述
〟

段
階
を
通
過
せ
ず
し
て
直
ち
に
督
撃
の
撃
校
の
生
徒
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
｡
ま
た
試
験
官
に
封
し

て曙
物
を
行
っ
た
と
い
ふ
こ
LJ
に
つ
い
て
は

'

∩

こ
れ
を
否
定
す
る
人
も
あ
る
が
'
そ
の
合
格
機
や
官
位
を
富
者
が

金
を
出
し
て
買
取
る
こ
しく
は
行
は
軒t
t
｡

但
し
官
人
が
韓
殊
の
表

敬
を
墳
成
し
て
ゐ
た
jJ
い
ふ
見
方
に
封
し
て
は
反
射
論
･A
ゐ
禦

し
か
し
そ
の
論
諒
は
･
官
人
の
職
が
制
度
上
す
べ
て

の
知
識
あ
る
人
に
閑
即
さ
れ
る
車
に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
形
式
的
な
現
夢
に
退
き
な
い
か
ら
'
未
だ
右
の
見
解
を
鞄
へ
す
カ
は
な
い
･V
忍
ば
れ
る
.

彼
は
ま
た
囲
王
が
宮
人
の
道
具
に
過
ぎ
ず
'
虞

の
支
配
者
は
宮
人
で
あ
っ
て
国
王
で
な

い
JJ
と
を
語

い
て
臼
く
'

｢
国
王
は
彼
の
夫
人
達
や
若
干
の
大
官
人
の
間
で
生
治
し
'
狩
犯
に
行
っ
た
-
'
犠
牲
を
供
へ
た
-
'
祖
先
の
左
を
Tm
れ
る
祭
殿
の
中
に
数
日
間
寵

･I
･に
街
-
だ
け
で
あ
る
o
w
の
迫
行
の
際
に
は
下
暦
の
瀞
は
姿
を
際
し
'
上
層
の
者
は
眼
を
僻
ぜ
て
脆
く
C
班
は
私
的
督
議
と
大
臣
rt
を
通
じ
rJ

の
外
は
何

物を
も
見
ず
'
何
物
を
も
理
解
し
な
い
｡
こ
の
国
王
は
国
事
に
携
は
る
こ
と
は
で
き
る

｡
し
か
も
彼
は
亭
茸
上
支
配
者
で
は
な
い
｡
被

は
外
観
上
最
も
紹
封
的
な
権
力
を
も
っ
て
は
ゐ
る
が
､
既
に
儀
鰹
上
長
む
奴
隷
的
な
人
間
で
争
C1.
彼
の
国
に
つ
い
て
愚
も
知
識
ゆ
き
人
間
で
あ

る
.
彼
は
上
は
華
南
任
の
官
人
か
ら
下
は
旗
民
に
至
る
ま
で
の
臣
下
の
生
命
の
支
配
者
で
ゐ
-
､
買
相
と
虻
も
征
の
前
で
は
霞

へ
､
彼
の
最
小
の

気
紛
れ
に
も
屈
服
す
る
と
い
は
れ
る
0
し
か
し
彼
は
官
人
階
級
の
勢
力
を
免
れ
得
ず
'
彼
等
の
政
策

の
畠
具
Ll
る
に
訴
ぎ
な
い
｡

ヘ
ン
リ
ー
四
世
以
上
に
そ
の
三
甲
で
征
崩
し
'

一
切
の
事
業
を
行
か
'
勝
利
の
琵
ら
す

i
切
の
努
力

′
権
威
､J威

光
と
を
き
り
'
牢
ふ
べ
か
ら

ざ
る
優
越
性
を
も
っ
て
ゐ
主
暴
隆
帝
も
'
そ
の
統
括
の
末
年
に
は
既
に
官
人
を
考
椿
に
入
れ
さ
る
一lJ舛

t'
1
5

か
つ
㌔

し
か
も
こ
の
人
は
例
外
で
Jり

-
'
安
商
人
の
間
に
於
け
る
括
カ
と
聴
明
の
一
項
象
な
の
で
あ
る
0

1879,p.190.
4) ibld.,p67. 5) ibid.,p.219.
61 E Veulllot,LeTonlくinetlaCochinchlne,1883,p.5(i
7) Vu-van-Hlen,LeslnStltutlOnSaZ:LnamitesdepulSl'ar】･云vl:(tde三iFran-
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彼
の
死
以
束
'
甘
人
階
級
は
白
ら
の
選
ん
だ
後
溶
着
を
王
室
に
入
れ
る
こ
と
に
ょ
-
い
は
ゞ

王
位
を
左
右
し
ムL
C
そ
し
て
彼
の
勢
力
下
な
る
国

王
は
'
彼
が
そ
の
中
で
名
茸
相
伴
は
ざ
る
役
割
を
占
め
る
政
府
の
責
任
者
に
過
さ
な
か
っ
た
.

こ
の
時
以
水
'
妾
南
の
外
交
は
常
に
不
常
で
ゐ
-

し
か
も
犯
さ
れ
た
る
過
誤
の
責
任
は
す
べ
て
国
王
の
肩
に
か
ゝ
る
の
で
'
国
王
は
威
信
を
失
ひ
'
官
人
の
勢
力
は
そ
れ
だ
け
増
大
し
た
o

彼
が
国
王
の
た
め
に
つ
～
･つ
た
頗
室
は
極
砂
て
高
-
'
国
王
を
孤
立
に
置
-
こ
と
は
完
綜:lLTL'つ
iJ
の
で
国
王
は
彼
に
と
っ
て
'
王
が
唯

f
の
支

配
者
差

…

Jt'を
警

珂
-
叫
び
つ
､
'
し
か
も
自
ら
の
欲
す
る
こ
と
を
信
じ
さ
ぜ
'
言
は
ぜ
'
行
は
し
警
o
T
積
の
マ
ス
コ
ッ
ト
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
｡｣

か
く
の
如
き
専
制
的
権
力
は
そ
の
濫
用
に
導
き
易

い
｡
以
下
官
人
階
級
の
既
制
や
搾
取
の
諸
相
を
見
よ
う
と
恩
ふ
が
､
か
1
る
搾

■

取
を
必
然
な
ら
し
め
た
原
因
は
▲
息
ふ
に
左
の
諸
事
情
で
あ
っ
た
O
第

1
に
'
官
人
の
俸
席
は
極
め
て
少
か
つ
た
.

ル
ロ
に
綻

へ
ば

省
の
絶
賛
と
雄
も

一
ケ
月
二
十
五
フ
ラ
ン
･亡

家
族
の
食
瞥

官
朋
瀕
び
1Hl
の
下
賜
品
計
JT得
る
の
み
雪

以
下
官
位
の
低
-
な
る
に
つ

川
ITu)

れ
て
準
填
ま
少
′＼
lii
-
.

引
取
ま

rTT･･
1.
7
ラ

ソ･
Il

l桂

一
∵
ノ
ー

-
I:

-
ル
n
注

山ノ.
〃
ヌ
T･
i三
一六

ギ
J:
て
カ
-
に
か
-
罪
人
と

血

=

/
7′
-

ノ一

J-

･1ノ
-
-

l
l
1

給

に
捉
い
,.J

r
H

..
孔
Ttl
の
秋

涼
;勺
府
潔
の

Lm

l.

想
及

び
国
家
収
入
の
賓
窮
に
取
る
屯
の
で
あ
っ
た
C
し
か
る
に
他
方
賛
移
約

億
槽
帆

支

出

は

甚
だ
多
か

っ
た
.
彼
等
は
官
等
に
鷹
じ
て
異
る
華
莫
な
服
装
を
し
'
多
数

の
妻
妾

-
･
人
の
社
食
的
地
位
は
宴
妾
の
教
に
よ

っ
て
評
償
ru
れ
Jや

-･･ヰ

従
者
を
蚕

仏
'
四
季
の
軸
に
は
上
級
や
下
級

の
官
人
に
対
し
て
幣
的
た
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
o
随
つ
て

彼
等
が
乏
し
い
正
規
の
収
入
を
補
足
す
る
た
め
に
色

々
の
非
行
を
演
じ
た
こ
と
は
怪
し
む
に
足
-
た
い
ゥ

ハ訟
)

但
し
武
官
<
の
言
に
ょ
れ
ば
'
ル
rLL
の
言
は
訣
-
で
あ
且
小
完
全
に
め
る
0
甘
人
は

T
珪
細
の
伸
給
を
甲
山
山
で
は
.'ltl
T
t
雫
節
S
始
に

王
や
上
位
の
官
人
か
ら
誠
-
下
賜
品
.
部
下
か
ら
の
曙
物
'
住
宅
'
家
具
'
召

使

の
支
給
'
国
王
顕
の
残
物
'
狩
狐
漁
場
の
種
物
等
を
得
る
の
で

e;

あ
っ
て
'
相
忠
の
収
入
を
祥
た
と
い
ふ
O

孝

一は
宮
人
と
な
る
動
磯
で
あ
る
O
ゲ
イ

ヨ
I
の
言
に
よ
れ
ば
'
官
人
の
賓
格
を
熱

心
に
求
め
る
の
は
'
工
業
も
蒐
-
商
業
も
な

ぞ
フ
ン
ス

訟
布
前
後
の
生
絹
赦
打

撃

転

入
E
I七

節
m
批

八
三

qais,RevuelndochlnOISe,194017呈IS.I,p.95.
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フ
ラ
ン
ス
試

有
前
後
の
安
両
虎
曾

第

二
番

八
四
八

零

LP
L舵

八

E

TL

く
'
全

能

且

汀
袈

在

官

繁
り
iiL撃

〟
Jj

lJ
さ
れ
て
ゐ
る
杜
骨
に
あ
つ
て
は
T

官吏
と
な
る
こ
と
が
撃
l/Tl
だ

l
t
.,l空

表
す

に
必
要

な

唯

l

の
手
段

だ

か

ら

で

あ

る

｡
ま

た

官

人

は
官
位
を
子
孫
に
遺
す
こ
と
も
で
き
ず
'
射
撃

ビ
残
す
に
つ
い
て

も

不
孝
が
あ
る
0
枚

に

甘
人

eL嶋

…
の
怒

指

は

l
打

TL
Jl
LJ
l
拙
牢
に
利
用
し
て

山
代
m,ilJ
り
聖
悉
警
望

言
苫

盛

り′3
1J
と
で
あ
っ
た

リ

ノ

ソ

ノ.ノ
ミ

右

卜T

L
｢

-′
レ
二-,巨ニ

1
1′

JJh
･
LEj
火
･

蓄

/a
/
〃
据
撃
-L,i
.1
Llr
T,17./

■

ー

"

ニ

ー
-

-

を
枚
牧

ナ
ノ
ろ

L
I;

か

わ
ー
で
あ
っ
た
C
私

聖

㌶

快
の

作
厄
･
戦
役
券

徴
の
苦
苑
･

u

雲
上の
徴

集

寺
も
そ

り
松

草

忘

r
l

/

裁
判
叶
這
=
に

溝

も
多

-
金
を
出

す
有

の
筋
に
終
っ

た
.

｢
官
人
の
表

別
-
〔

搾
取
と
は
'
到
る
炭
で
買
収
を
盛
な
ら
し
め
た
o
〃
敦
じ
9
棺
物
を
ぜ
ず
し
て
は
'
兵
士
は
代
え
に
､
出
徒
は
先
生
に
'
村
民
は
村

長
に
射
し
て
許

可
を
宴
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
O
下
級
の
官
吏
は
具
琴

卵
･
鳥
を
取
る
が
'
努
力
家
に
は
斗
･
豚
･
急
の
.梓
か
必
…豊
で
あ
る
ケ

(
ア
ル
ー
ン
ビ

ラ
･
ヒ
ツ
ヤ
シ
ニ
ー
ル
は
浅
韓
の
裁
判
の
状
況
･曾
左
の
如
-
述
べ
て
ゐ
る
.
｢
官
人
の
甚
し
い
貴
璽
)
祇
iT.f
L3
LU
f下
E
,義
欲
と
は
'

こ
れ
ら
浩
行
JrlJd穴山
-
如
月
に
官
有
筈
に
す
ら
す
る
.
彼
等
は
惹
事

者達
か
ら
金
を
得
る
た
め
に
手
椛
を
延
に
し
'
琵
総
に
す
る
｡

また
TJS
方
に
勤

し
交
互
に
有
利
な
判
決
を
期
待
せ
し
め
'
せ
芸

者
恵
か
ら
何
物
か
を
打
出
す
こ
と
を
預
恋
し
稗
る
駈
-
は
決
し
て
最
艇
的
な
列
決
を
し
な

い
｡
こ

の
悪
事
か
ら
生
れ
る

一
つ
の
書
は
'
筈
刑
や
斬
罪
や
金
を
失
ふ
恐
怖
の
た
め
に
正
し
い
裁
判
の
堤
ム
ロ
に
は
訴
訟
す
る
で
あ
ら
-
多
軌
の
人
々
が
三

㍍
J山
め
る
こ

J
で
あ
る
O
横
磯
赦
判
官
粒
斬
罪
に
施
し
た
JJ
こ
ろ
で
'
後
任
者
は
征
･J同
じ
久
は
以
J
の
こ
と
を
す
る
り
を
や
め
な
い
o
だ

か
ら

?

仝
-
手
の
付
け
や
-
か
な
い
｡｣
そ
の
後
pJJ
蛇
も
司
技
官
の
穫
臓
や
不
公
平
は
常
に
非

難
の
的
⊥
.[･tb
つ
て
ゐ
た
O

｢
安

商
人
聖
表
現
に
ょ
れ
ぎ

ゃ
っ
ゆ
る
iU_人
は
金
を
喰
ふ
人
で
あ
る
0
叫乳
剤
を
願
ふ
前
に
は
先
づ
金
主

又
捌
は
ね
は
ヘせ
ら
ぬ
｡
し
か
･也
説
.紀
を
範
埋

,?

す
る
官
吏
の
地
位
か
罷
り
汁
､に
高
い
ほ
IU
多
-
の
令
三
｢!邦
は
ね
ば
へJĴ
つ
ね
｡｣

贈
物
も
盛
に
行
ば
れ
た
o
常

時
の
社
脅
組
織
の
基
礎
た
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
制
度
を
維
持
す
る
と
い
ふ
尻
軽
的
意
味
も
L.のろ

た
が
'

祭
日
や
正
月
に
は
上
は
転
王
よ
-
下
は
最
下
級
の
宮
人
に
到
る
ま
で
､
上
TL6-
下
へ
ま
た
下
よ
り
上

へ
の
呼
物
が
盛
に
石
は
か
た
o

9)J.L DlltreulldeRhlnS,0 C･pp189--190･
10)ELur°,Lepaysd'Annam,18971望(1̀lred･187LO,)p.13こj
ll)1､4.Chalgnean,Souvenirsdeliu.主･1867,6d Juphar,, -lS)壬Lpl'1111-
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僕
碑
も
主
人
夫
妻
に
陳
や
果
物

･
酒
な
ど

を
贈
っ
た
O

攻
は
租
税
の
着
服
で
あ
る
.

1
八
七
六
年

ハ
イ
フ
ォ
ン
の
悌
圃
領
事
は

｢
現
在
'
米
は
堰
費
さ
れ
て
ゐ
る
0
徴
税
官
･
倉
庫
管
理
官
･
官
人
は
'
物
納
税
と
し
て
正
式
に
同
家
の
と
る
べ
き
も
の
の
約
二
倍
を
徴
収
し
て
ゐ

･一TrJ｣

と
報
せ
し
て
ゐ
み
.
米
に
よ
る
和
税
は
省
の
倉
庫
に
入
れ
ら
れ
'
安
住
者
に
よ
っ
て
注
意
探
-
監
視
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
0
線

菅
や
囲
王
の
沢
遺
す
る
監
察
官
に
よ
-
何
度
も
槍
琵
が
行
は
れ
'
過
誤
は
験
重
に
罰
せ
ら
れ
､
群
借
の
安
住
も
あ
つ
た
が
'
や
は
-

,I

塵

jr
侶
晒
が
行
は
れ
.

ス
ト
ッ
ク
は
使
用
人
の
給
輿
に
充
て
ら
れ
た
o
ま
た
村
が
買
師
す
る
各
啓
の
産
物
･
絹
布
･
腐
禰
･
酒
･
耕

･

増

徴

さ
れ
た
o
こ
れ
が
た
め
に
財
政
は
混
乱
し
.

ユ
ニ
宮
廷
す
ら
各
省
に
管
際
課
さ
れ
る
比
視
の
川野
だ
TLIBE
確
に
は
知
ら
な
い
占
い
ふ

有
様
で
あ

っ
た
｡
ま

た
山
地
の
諸
種
族
に

封
し
て
も
､
現
物
ま
た
は
貨
幣
の
租
税
が
課
さ
れ
た
が
'
こ
れ
は

1
犀
不
規
則
で
官
人
に

′

ei

よ
-

勝
手

に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る

｡

か
く
の
如
く

租
税
徴
収
者
た
る
官
人
が
租
税
の
中
'
若
干
を
着
服
す
る
こ
と
は
長
年
の
慣
例
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
'
を
の
彼

7

･TL

テ
ン
ス
人
が

1
定
の
租
税
を
取
っ
て
そ
れ
以
上
要
求
し
な
い
こ
と
を
み
た
と
き
,
安
帝
人
は
非
常
に
驚
ろ
い
た
の
で
あ
>@Bl.

貫
に
官
人
は
種
々

の
横
合
を
利
用
し
て
懐
を
肥
す
こ
と
に
努
め
た
｡

そ
の
1
例
を
拳
ぐ

れ
は
'
通
諸
を
し
て
ゐ
た
或
安
商
人
が
嗣
徳
帝
の
命
で
数
人
の
官
人
と
共
に
香
港
に
船
を
買
ひ
に
ゆ
き
'
考
朽
糖
を
買
つ
L,賄

っ
た
が
自
己
の
懐
は
服
し
て
み
た
o
彼
は
こ
れ
で
事
業
を
始
め
成
功
し
て
富
を
穣
ん
だ
が
.
官
人
JJ
の
利
益
分
tlj
K
が
-
ま
-
行
か
な
か
っ
た
の
で
'

･

フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
安
商
社
合

筆

遍

八
四
九

第
Ei蘇

八
五

]_2) ASchrelner,LeainstitutlC･nSArlr).]mlteSenBasse-Cochinchineavan
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フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
妥
商
社
督

第
二
巻

八
五

〇

第
四
洗

八
大

槍
拳
さ
れ
.
死
刑
患

景
守

れ
㌔

し
か
し
官
人
小
岩

は
彼
が
財
産
を
隠
匿
し
て
ゐ
る
こ
と
を
疑

ひ
'

死
刑
を
中
止
し
､
牢
獄
に

入

れ

て
美
大
な
金

を
文
飾
は
ぜ
た
の
で
あ
る
.

次
は
最
も
直
接
的
孝

干
段
た
る
掠
奪
や
横
領
で
あ
る
｡
官
人
は
部
下
の
兵
士
の
俸
給
や
髭
rT･
氷
を
も
横
領
し
た
の
ご
.
兵

士

は
相

を

緋
滑
し
て
菰
奪
し
た
も
の
を
食

べ
る
か
膏
る
か
し
て
生
汚
し
た
｡

｢
Ljの
巧

妙
瑞
祥
段
･hi-
う

で
'
拭
舐
.に
寺
.-J
L
iJ
国
家
と
人
民
と
の
上
に
落
ち
る
の
で
あ
る
.
船
の
上
に
は
十
人
の
う
ち
1
人
も
浸
っ
て
.空
な
い

こ
と
が

歴
々
あ
っ
た
｡

水
兵
や
兵
士
は
附
近
の
村
を
犠
牲
と
し
て

鐘
汚
し
て
ゐ
る
G
hJL
で
村
の
住
居
達
は
'
苦
情
を
薄
ら
こ
ん
で
も
､
官
人
と

地
方
常
局
～
の
間
の
利
轟
分
配
に
終
る
の
み
な
の
で
'
之
を
や
め
る
の
で
あ
る
.

政
庁
即
ち
官
人
の
政
府
は
こ
の
こ
と
を
心
配
し
た･.
い
や
ぅ

だ
O
何
と
な
れ
ば
'
掠
李
は
盗
み
と
同
様
に
自
然
な
こ
と
と
恩
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
O
誰
,d
こ
れ
ら
二
つ
か
ら
出
爽
る
隈
-
の
利
益
を
稗
､
あ
ら

C,7;

ゆ
る
人
々
や
国
家
を
犠
牲
に
し
て
ゐ
る

｡｣
デ
イ
甘
I
も
ま
た
官
人
が
兵
士
の
給
料
の
上
前
を
創
ね
､兵
士
を
窮
乏
の
底
に
惜
し
入
れ
L
Jこ
JJや
'

t=?

分
捕
品
を
山
分
け
に
す
る
傑
件
で
盗
賊
の
椋
奪
に
助
力
し
た
こ
と
を
鴻
べ
て
曽
M
o

最
後
に
強
制
労
働
及
び
被
覆
を
畢
げ
よ
う
｡

ド
ゥ
ヲ
･ピ
ッ
サ
シ
エ
ー
ル
は
'

嘉
隆
帝
に
よ
っ
て
行
ほ
れ
た
篠
役
労
働
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
て
ゐ
..～
.
威
砦
や
都
市
の
建
設
の
た
め
.

1
切
の
登
録
民
は
切
石

･
木
材

･
苧

石
衣

･
錬

･
油

･
石
衆
等
を
塊
供
し

一
定
期
間
土
を
掘
っ
た
-
運
ん
だ
り
す
る
か
又
は
彼
等
に
代
っ
て
之
を
な
す
者
を
給
興
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
違
反
者
は
鰐
罰
に

叩

虞
せ
ら
れ
'
水
牛
や
豚
を
没
収
せ
ら
れ
宅

そ
こ
で
人
民
は
療
病
の
山
雅
や
沼
地
や
象
の
ゐ
る
森

へ
危
険
と
困
難
と
を
胃
し
て
之
等

灯

の
材
料
を
探
し
に
行
っ
た
o
し
か
る
に
と
の
材
料
の
収
約
係
た
る
官
人
は
'
材
料
が
良
質
で
な
い
と
云
つ
て
受
取
を
赤
み
'
之
を
受

L

(

T

取
ら
し
め
る
に
は
別
に
滑
物
を
す
る
か
'
又
は
材
料
の
畳
を
何
倍
に
も
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
も
か
も
と
の
不
良
圭

hJ
は
れ
た
材

■
i

J

料
は
採
取
の
能
力
な
き
近
隣
の
村
民

へ
二
､
三
倍
の
債
格
で
賓
ら
れ
た
｡
官
人
た
ち
は
順
番
に
収
納
係
を
行
っ
て
順
番
に
富
裕
に
な

∵

･

･

･

-

-

-
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っ
た

d

上

級

の
官
人
も
､

こ
の
利
谷
の
分
前
に
輿
か
れ
る
の
で
'
見
て
見
な
い
蛎
を
す
る
か
又
は
之
を
保
護
す
ら
し
た
O
国
王
や
高

位
の
官

人
の
探
偵
に
見

つ
か
っ
た
場
合
に
は
'
彼
に
多
額
の
支
梯
を
す
る
か
'
又
は
そ
の
部
下
の
白
状
を
産
れ
て
之
を
斬
罪
に
鷹
し

た
｡｢

都
市
の
城
砦
の
建
設
が
始
ま
っ
て
以
苑
'
す
べ
て
の
宮
人
は
富
裕
に
な
っ
た
o
そ
し
て
人
民
は
農
大
の
魯
窮
に
陥
っ
た
O
若
干
の
者
は
基
魯
教
の

弼

-

倍
従
す
ら
家
常
と
EEI
と
を
蘭
掃
っ
た
後
.
子
供
ら
旦
貰
ら
ね
ば
L･bら
な
-
な
つ

L
3

0｣

宮

廷
は
ま
た
何
ら
か
の
優
れ
た
技
術
を
も

っ
て
ゐ
る
者
は
容
赦
な
-
宮
廷
に
召
出
し
て
'
無
償
で
働
ら
か
せ
た
｡

｢
ト
ン
キ
ン
に
於
け
る
捜
細
は
､
嘆
徹
さ
れ
る
所
か
'
濡
れ
さ
れ
L]
と
同
じ
で
あ
る
｡
頂
人
が
そ
の
職
業
に
よ
-
市
塙
に
は
ウて
㌧
舵

は
張

糾

的
に

宮
廷
に
連
れ
て
光
ら
れ
'
無
償
で
働
ら
か
ざ
れ
る
0
或
人
が
珍
ら
し
い
水
を
掠
っ
て
雪
空
L
J
を
知
ら
れ
る
と
'
舵
は
こ
れ
を
九

.き
い

癌
に
入

れ

JbTr一]TTnJ1.ト
〉
｢ノ
()
,(′/)
ノ
r

Aヽノ
フ
･rlr
｢ノ
}
ヒ
J
L.外
､
)

.

〓い
.=∵

.･､

.
･.
/

I-.

p･pr
ノ
い

..

A
.･
P
/
L
･
,
･
.
.I.,
･･･
pJ
･･
∴
.
･

'･･
】

/I
.
./
二
一
∴
.

.r･

.～;
T∵

.I.∴.
J_
.,
-

こ
の
園
に
み
た
け
れ
ど
も
'
蓉
明

者
の
家
族
は
他
国
へ
逃
亡
ぜ
ざ
る
を
特

ttbか
っ
L
j｡
何
と
な
れ
ば
､
国
王
し-官
人
と

が
1FL:r(求
す
る
･･T
の
･nQL)す
べ

E7

て
無
償
で
提
供
す
れ
ば
破
産
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
.｣

.
か
-

の
如
き
手
工
葉
音

の
強
制
労
働
は
･
後
年

の
す
べ
て
の
著
者
の
記
述
せ
る
所
で
あ
N

S
L･

ま
た
努
働
用
具
の
徴
聾

の

1
例
を
馨
ぐ
れ
ば
､

｢
賦
役
は
人
民
に
封
す
る
重
い
責
椿
で
あ
･E,'
人
周
の
浄
財
叉
は
勢
働
用
具
の
徽
費
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
賓
施
さ
れ
て
ゐ
る
O
例
へ
は
ジ
ャ
ン
ク
の

ン
ク
を
沈
め
る
土
民
の
こ
と
を
我
々
に
示
し
て
ゐ
る
.
彼
等
の
う
ち
の
7
人
は
'
そ
の
小
舟
が
岸
へ
引
fl
げ
ら
れ
る
の
を
み
て
急
い
で
,F,2げ
出
し

た
｡
し
か
し
こ
の
用
心
は
無
益
で
あ
る
.
何
と
な
れ
ば
'
そ
れ
ら
は
官
人
の
睡
薄
に
依
然
登
録
し
て
あ
る
か
ら
.
そ
れ
は
翌
年
要
求
さ
れ
'
こ
の

29

不
幸
な
所
有
者
は
航
行
が
で
き
な
い
の
で
.
賦
役
を
免
れ
る
た
め
に
自
己
の
金
を
出
し
て
他
人
か
ら
舟
を
借
ら
ね
ば
L･.ら
行
.か
つ
た
｡｣

7
ラ
'

Ty
ス
旗
有
前
後
の
安
商
社
骨

第
二
番

八
五

7

第
四
銑

八
七

2･D)J.Boyer.IJeSirr]p8tsdirectsenT_ll--J･〇･〇hin-.,,Revuelndochinoise,1939･
fas.ⅠⅠⅠ,p.467.

21) JS卓Ivest=re･, 1'Empired'Annalrl(=亡le])eupZe AnrLami te,1889,pp･
328-329.



フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
姿
商
社
脅

.

第
二
審

八
五
二

第
Et鍍

八
八

ま
た
ユ

ニ

の
宮
廷
は
¶
毎
年
そ
の
官
人
を
し
て
絹
布

･
綿
布

･
木
材

･
煉
瓦

･
紙

･
畳

等
各
種

の
物
を
購

入
せ
し
め
た
が
'

こ
れ
ら

の
磯
蟹
は

常

に
賛
際
傍
値
よ
-
低
い
慣
柊
を
以
て
行
は
れ
'
著
し
く
手
工
業
者
を
苦
し
め
奪

以
上
み
た
や
う
に
'
官
人
は
賄
路
･

微
税

･
欺
脂

･
菰
奪

-
張
別
弊
働

･
観
衆
等
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
こ
人
民
を
苦
し
め
た
o
滑
梅
的
に
は
ま
た
酷
衆
の
盛
業
ikJ維
持

席
近
地
げ
た
状
況
と
み
る
JV
l(
･･J
,l
J
l′ノ
･

先
づ
主
と
し
て
真
業
に
つ
い

て
左
の
如
-
云
ほ
れ

て
ゐ
る
｡

.

｢
す
べ
て
の
旗
行
者
は
､
官
人
が
こ
の
不
幸
な
園
を
未
婚
し
､
農
業
･
南
米

･
工
業
の
挙
達
を
肪
げ
る
こ
と
の
み
に
努
め
る
こ
と
を
.認
め
る
鮎
で
7

■

致
し
て
ゐ
る
.
堀
や
連
河
は
修
繕
も
ぜ
ヂ
放
棄
さ
れ
て
ゐ
る
0
洪
水
は
米
EE[を
荒
ら
す
｡
物
納
税
は
農
良
達
の
否
勢
の
素
で
あ
-
'
官
人
と
徴
税

者
の
椋
奪
の
素
で
あ
る
O
か
-
し
て
収
穫
の

一
部
は
蕩
悉
ぜ
ら
れ
'
輸
出
さ
れ
た
も
の
の
大
部
分
は
難
船
に
よ
-
央
ほ
れ
た
-
'
据
賊
に
尊
ば
れ

た
I
･-す
る
.
裁
故
に
安
両
政
府
は
劫
河
の
航
行
を
安
全
に
し
な
い
で
'
支
那
の
類
従
や
港
戯
の
仲
間
を
領
土
に
入
れ
'
彼
等
は
一
八
七
四
年
の
傑

;

約
を
侵
し
て
'
河
を
通
行
す
る
T
切
の
も
の
に
省
の
替
る
毎
に
朗
稔
を
課
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.｣

更
に

l
八
七
六
年
十
二
月
の

ハ
イ
フ
ォ
ン
領
事
の
前
掲
報
昔
は
云
ふ
D

r
･

･･
-
ン
キ
ン
か
ら
ユ
エ
ま
で
の
ジ
ャ
ン
ク
に
よ
る
返
没
は
宮
延
に
-
つ
て
費
用
別
れ
で
あ
る
O
数
千
噺

の穀
物
は
海
損
や
雛
被
に
よ
っ
て
毎
年

共
は
れ
る
.
莫
大
な
数
の
兵
士
'
徒
者
､
書
記
が
何
も
生
産
し
な
い
で
官
人
の
周
囲
に
生
活
し
'
規
則
的

な行
政
も
最
も
初
渉
的
な
治
安
す
ら
も

園
に
魂
へ
な
い
.
預
見
す
る
こ
と
G
で
N
,た
洪
水
に
ょ
-

一
省
全
部
の
牧
極
が
全
滅
し
た
例
も
あ
る
0
最
後
に
耕
作
者
は
'
そ
の
米
を
市
場
に
出

の
で
も
蹄
淫
に
奇
は
れ
る
こ
と
は
殆
ど
必
至
だ
っ
た
の
で
'
外
囲
市
島
が
手
を
出
し
梅
な
い
ほ
ど
の
慣
格
を
得
る
僻
件
の
下
で
な
け
れ
ば
多
-
の

叩

逓
送
を
企
て
.汁.
い
の
で
あ
る
｡｣

か
く
て
常
時

の
景
民
の
生
酒
は
'
租
税

･
兵
⊥

･
駄
役

･
高
利
貸

･
匪
賊
等
に
苦
し
め
ら
れ
､
中
世
の
陳
洲
に
も
似
た
苦
痛
の
生
活

L Cury,LasocJ6t占Annanセte,1910,pp･74-75
DutreuildeRhinCJ,0.C"P.30. 24) ibid･,p･lL7･
E.Veuillot,0.C.,p.252･
De,LaBissachさre,EtatActuelduTonkin,delaCocILlnChLne,etdes



3

(
ア

ル
マ
ン
)

攻
に
手
工
業
者
に
封
す
る
徴
用
が
手
工
柴
の
変
速
を
阻
害
し
た
FJ
と
は
塵
々

認
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡

｢
･
･
宮
廷
及
び
官
人
の
デ
ス
ポ
テ
ィ
rJf,
ム
は
'
こ
の
園
長
の
生
死
の
能
力
及
び
技
能
を
蛮
息
さ
ぜ
る
.
或
者
が
何
ら
か
の
仕
事
か
立
涯
な
翠
明
で

有

名
に
な
る
1
J.
す
ぐ
に
彼
は
麻
や
関
の
首
府
へ
送
ら
れ
'
そ
こ
で
境
情
を
造
り
'
屡
々
双
縄
さ
れ
'
賃
銭
の
み
を
受
け
'
零
や
子
を
飢
軌
や
貧

窮
の
た
め
死
な
ぜ
る
こ
と
を
恐
れ
ね
は

な
ら
ぬ
O
故

に安
商
人
に
於
い
て
は
､
家
庭
生
酒
の
必
要
品
に
関
す
る
も
の
以
外
に
は
工
業
な
し

ま
LI

交
祉
支
部
で
は
首
府
の
近
-
の
州
に
は
工
業
を
見
ハj,い
仇
で
あ
る
｡｣

｢
閲
王
は
個
人
的
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
'
技
能
に
努
Lで
た
朝
を
低
廉
な
質
範
で
僧
ふ
:
I-
が
で
nJuij
o
Z
Iれ
は
刑
新
郎
の
労
働
1ト
.g
J敵
r
る
も
の
で

誘
/一丁

.世
Li
ユ
エ
ほ
層
も
通
惰
郎
な
日
揮
,nu
以
列
は
絶
判

に
伺

l
つ
生
藍
し
な
い
O
的
末
な
装
飾
品
の
製
造
者
は
､
最
大
の
賓
窮
の
韻
に
崖
借

は

し
て
み
る
｡
仙

右
の
如
き
状
態
で
は
'
宮
廷
以
外
に
於
け
る
手
工
業
の
変
遷
は
望
み
得
な
い
o
そ
し
て
ま
た
捷
術
や
分
柴
の
後
達
が
阻
専
き
れ
'
従

っ
て
都
市
の
費
展
が
阻
止
さ
れ
る
こ
と
は
'
農
業
の
聾
展
を
も
阻
害
す
る
の
で
あ
る
｡
事
菅
､
王
の
徴
用
を
恐
れ
て
'
塵

々
青
年

は

天
賦
の
能
力
を
有
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
止
め
'
H
聾
品
製
造
に
巧
と
な
っ
た
着
は
秘
密
の
仕
事
場
で
仕
事
し
て
製
品
は
琴

二
者

を
通
じ
て
賛
-
'
ま
た
知
ら
れ
な

い
た
め
に
外
国
製
品
の
マ
ー
ク
を
借
る
も
の
も
あ
っ
た
｡
こ
の
事
情
は
住
民
の
生
木
の
怠
隈
と
相

供

つ
て
'
蟹
津
晶
の
み
な
ら
ず
日
用
品
に
於
い
て
す
ら
支
那
よ
-
の
輸
入
に
倹
た
し
め
'
之
に
封
し
て
製
品
や
原
料
の
交
換
は
少

い

の
で
'
安
南
人
を
年

一
年
と
貧
窮

に
隠
れ
た
の
で
あ
毎

｢
か
-
の
如
-
､
政
府
の
産
別
と
土
民
の
怠
惰
と
は
'
彼
等
の
貧
窮
の
二
つ
の
主
要
原
因
-

･原
因
は
二
つ
の
み
と
は
い
は
ぬ
が
I

･を
し
た
｡
も

し
安
南
の
産
業
が
政
府
に
よ
-
奨
勘
さ
れ
た
な
ら
ば
'
も
し
土
民
が
そ
の
無
頓
着
と
怠
惰
と
迷
信
と
を
矯
正
し
得
た
な
ら
ば
.
彼
等
は
今
日
ほ
ど

フ
ラ
ン

ス

雷
有
前
後
の
安
商
社
倉

第
二
容

八
五
三

第
四
放

八
九

RoyaunleSdeCamboge,Laosi.∋tLac-th<',1g12,pp･298-∃ool
27) de.LaBisもaCh占re.LaRelatior].,p])一166--167･
28) 例へはC.E.Boulllevaux,1'AnTl･am etleCambodge,1874,p1479･

L SilvestreL,0.C.,P.182.
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フ
ラ
ン

ス
領
有
前
後
の
安
南
社
食

第

二
番

八
五
四

第
四
既

九
〇

に
不
幸
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
-
.｣

最
後
に
商
業
に
つ
い
て
み
れ
ば
'
国
内
関
税
は
'
場
所
に
雁
じ
て
具
る
金
額
を
以
て
私
人
に
賃
貸
さ
れ
'
高
位
の
宮
人
は
敦
寓

7

･ア

ソ,把
以
l･)J
こ
の
柿
利
を
男
撒
つ
売
り
そ
し
て
河
流
に
見
張
所
む

つ
-
つ
て
横
行
す
る
河
滴
か
ら
確
を
取
立
て
た
O
こ
れ
ら
の
関
税

は
O
そ
の
形
瀞
と

徽
枚
渚
の
腐
敗
の
た
め
に
閥
の
榊
芋
の
.;
て
凄

/
一六

鶴
宅
は
棚
方
の
官
人
と
糾
溢
臣
分
配
し
'
貧
し
い
人
民
か

ら
無
茄
鮎
に
粥
-
⊥
げ
た
の
で
あ
る

｡

ま
た
明
命
帝
は
王
閲
の
外
囲
貿
易
を
弼
占
L
t
国
内
商
業
の
最
大
部
分
を
も
掌
接
し
た
.
彼
の
商
船
や
戟
寄
用
'･,h
ヤ
ン
ク
は
シ
ン

ガ
ポ

ー

ル
'
バ
ク
ヴ
イ
ヤ
､

マ
カ
オ
に
行
っ
て
安
南
国
の
物
産
皇
軍
･C(
ま
た
彼
は
欧
洲
の
商
船
や
支
部
人
に
も
之
等
を
茸
つ
た
が

何
の
役
に
も
立
た
ぬ
商
品
室

実
っ
た
-
'
契
約
を
乱
暴
に
破
棄
し
た
り
'
劣
悪
な
貨
幣
や
物
産
を
以
て
支
凍
っ
た
り
'
貿
手
を
魔
罪

し
た
-
'
無
理
な
契
約
を
強
制
し
た
ゎ
し
た
｡
更
に
明
命
帝
は
支
部
人
や
外
囲
商
船
が
輸
入
す
る
も
の
を
濁
占
的
に
月
払
'
到
る
虞

ま
た
あ
ら
ゆ
る
磯
合
に
粁
計
と
詐
欺
と
を
行
っ
た
の
で
あ
る
｡

3

故
に
商
人
は
t
か
-
の
如
き
侮
辱
に
遭
ふ
こ
と
を
快
L
JJ
せ
ず
'
園
の
商
業
は
甚
だ
し
-
妨
げ
ら
れ
た
｡
安
宿
人
に
し
て
園
を
触

れ
る
着
は
死
刑
に
虞
せ
ら
れ
た
｡
か
1
る
状
態
に
在
つ
て
は
､
宮
廷
の
専
修
用
品
以
外
の
外
国
貿
易
や
囲
内
商
業
が
蓉
展
し
て
園
の

産
業
を
振
興
せ
し
め
る
こ
と
は
望
み
得
な
い
の
で
あ
る
｡

か
-
て
昔
時
の
祉
骨
は
t

T
l言
を
以
て
云
へ
ば
'
官
人
階
毅
の
苛
愈
諌
求
の
下
に
'
産
業
は
興
ら
ず
'
人
民
は
貧
窮
に
沈
倫
せ
る

状
態
に
雇
っ
た
｡

｢点
律
は
官
吏
達
に
曲
げ
ら
れ
'
全
-
窒
息
的
な
制
度
に
過
ぎ
な
い
.
財
産
の
分
酌
は
不
平
等
で
あ
る
0
人
民
の
大
多
数
は
甚
し
い
貧
窮
に
陥
っ
て

29) R.BouinaisetA.Pauhs,0.C"t()m.ⅠⅠ,p.675･

30)J･Silvestr?･o･C･･ p･328･ 31) J･L･DutreuildeRhrl-,･=LC,I一･3021
32) R.Bouina】SetA.Paulus,0.C.,t()m.ⅠⅠ,p.572.
33) ibid.,p.516. 34) J.Sllvestre,0.C･,plとi2



ゐ
る

.

人

藩

･

賦

役

･

土

地

税
'
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
貿
喝

あ
ら
ゆ
る
税
金
は
'
紙
の
Jl
で
は
完
全
な
分
配
が
布
ほ
れ
て
雪
O
が
'
恐
る
べ

き
搾
取
と
苛
歓
談
求
の
源
に
過
ぎ
な
い
｡
妥
商
は
制
度
の
国
で
あ
っ
て
'
文
明
国
で
は
な
い
｡
そ
の
表
面
的
な
文
明
は
紫
も
紹
封
的
な
文
明
否
定

で
あ
る
.
何
と
な
れ
ば
'
そ
れ
は
結
局
'
国
を
向
上
ぜ
し
梱
る
能
力
を
少
し
も
持
た
な
い
腐
敗

ぜ
る
少
数
者
が
大
多
数
の
者
を
碑
酷
に
搾
取
す
る

こ
と
に
外
L･･ら
な
い
か
ら
｡｣
宣
教
師
ル
-
I
ル
は
下
級
官
人
の
賓
欲
と
横
暴
に
lつ
い
て
左
の
如
-
云
っ
て
ゐ
る
0
｢最
良
の
階
級
は
農
民
で
あ
-

最
悪
階
級
は
官
人
階
枚
で
あ
る
｡
酒

･
賭
博

･
阿
片

･
見
世
物

･
音
楽

･暴
飲
暴
食
が
彼
等
の
主
な
娯
楽
で
あ
る
｡
上
板
の
官
人
を
現
し
て
寵
過

を
得
る
こ
と
.
人
見
を
腰
迫
し
て
金
を
搾
-
取
る
こ
と
.
裁
判
を
安
物
に
し
て
不
幸
な
者
を
犠
牲
と
し
て
懐
を
服
す
こ
JJ'
こ
れ
が
彼
等
の
殆
凡

.J
J勝
二

の
念
願
で
あ
る
O
こ
れ
ら
の
1
股
的
罪
悪
に
は
名
筆
の
る
例
列
･量

る
豆

を

附
加
へ
る
必
要
が
あ
る
O
し
か
し
不
幸
に
L
LJ
こ
れ
ら
は

稀
で
あ
-
'
王
や
宮
廷
の
示
す

例も
官
吏
の
徳
養
心
を
喚
起
す
る
も
の
で
は
な
い

o｣
最
後
に
ブ
イ
ヨ
ー
の
言
を
聾
げ
よ
-
O
｢
異
教
の
支
配
す
る

地
域
に
於
い
て
は
.
賄
路
'
最
も
確
箕
な
槽
利
を
も
撫
硯
す
る
こ
と
'
最
も
明
確
な
規
則
に
も
達
反
す
る
こ
と
'
人
間
に
封
す
る
侮
蔑
は
'
我
々

の
戯
惑
LIu時
代
の
哉
大
の
汚
行
す
仁
恩
ひ
-
及
ば
ぬ
御
旗
に
達
し
tJ
ゐ
る
8
そ
こ
に
は
基
層
敵
視
の
沸
し
て
慣
ら
ざ
る
慣
薄
と
'
人
々
の
到
広
場

て
は
日
常
の
布
席
rFJ
あ
-
､
薬
液
の
欄
利
で
あ
る
｡
箕
編
入
は
'
貝
も
荘
-
艮
韓
も
人
を
慮
鈍
に
す
る
僻
地
を
授
け
LJ
め
り｡
O

l提
す
S

Ir

∴
の
.平
等
制
度
∴
考
試

に
よ
る
官
吏
任
用
制
度
を
さ
す
-

簿
再
話
)
は
i
≡
千
誇
人
の
奴
隷
を
茶
粥
の
前
に
熊
へ
る
五
偶
人
の
官
吏
S
鞭
の
下

1

肋

に
鑑
-
と
い
ふ
籍
具
を
生
ん
で
ゐ
る

.｣

か
-
の
如
き
専
制
に
封
し
て
'
捜
順
又
は
無
気
力
な
人
民
は
不
平
を
表
面
に
出
さ
ず
'
訴
訟
の
手
段
に
も
訴

へ
な
か

っ
た
｡

さ
う

い
ふ
JJ
と
む
し
て
も
無
駄

で
あ
る
jJ
と
を
よ
-
知

っ
て
ゐ
た
か
ら

で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
が
耐

へ
瓢
-
な
る
と
'
突
費
的
な
暴
動
や

頻
卿
と
放

っ
て
帰
硬
し
た
｡
常
時

の
社
軒
に
は
内
乱
が
頻

R
JJ
し
て
起
-
'
図
円
は
混
乱
状
態

に
在

つ
鷲

と
れ
は
悪
政
に
封
す
る

茸
任
が
す
べ
て
国
王
の
眉
に
か
1
-
'
国
王
に
謝
す
る
不
満

が
爆
聾
し
た
か
ら

で
あ
る
｡

｢
印
度
支
那
の
民
衆
に
と
っ
て
'
こ
の
世
で
最
も
良
き
も
の
は
自
由
で
あ
る
｡
安
南
国
王
の
紹
封
的
専
卸
､
官
人
の
残
酷
な
搾
取
､
統
指
者
の
専
横

最
後
に
安
静
に
於
い
て
原
則
と
L･･
れ
る
裁
判
官
の
不
正
は
'
土
居
の
間
に
抑
歴
さ
れ
た
る
恐
怖
を
生
じ
'
そ
の
紫
具
は
歴
々
全
国
的
頻
乱
の
爆
蟹

田

と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
あ
る
｡
｣

フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
妥
南
紀
骨

第
二
番

八
五
五

第
四
折

九

1

∴

ゝ

r

叫
･
号

ヽ

r

35) R,BoulnalSetA Paulus,o.(..,t:-ユn･Ir,p･694･
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フ
ラ
ン
ス
蘭
有
前
任
の
安
商
社
督

第

二
番

八
東
大

第

円
批

九

二

以
上
を
以
て
官
人
腰
紐
の
専

制
に
関
す
る
瞥
見
を
降
ら
う
と
月
ふ
.
勿
論
'
我

々
は
窒
開
国

に
長
年
の
問
滞
在
し

た
フ

ラ
ン
ス
人

と
経
も
'
白
組
社
食

と
枕
木
的
に
具
る
社
食
の
虞
相
を
見
誤
る
産
れ
あ
る
こ
と
を
充
分
瞥
戎
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
o
L
か
し
た
が
ら
､
以

上
察
げ
k
r色

Y
の
人

の
岸
餌
に
し
て
大
鱈
JtJ.L
iJす
ら
な
ら
ば
.
儀

碑

の

窒

熊
野
増
は
7
枚
治

的

に
み
れ

ば
､
宅
<
が
麦
即
相
識
と

し
イ十
八
TRT
狂
滞
叛

/こ
こ
土
<JnJ;
■∵
う
.'ノ

ー
フ
こ=
ノー
′
.J
′).J
/
-
J

,ri
/
トン-
て
読
仁
..ラ
(

(
仙
i
)

貴
族

川
拭
紳

･
富
豪

･
人
民

し
か
し
た
が
ら
'
官
人
以
外
の
諸
階
級
に
つ
い
て
考
察
せ
ず
し
て
は
.
常
時
の
政
令
の

政
治
的

局
面
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
0
そ
こ
で
以
下
簡
単
に
骨
族

･
郷
紳

こ
DE
豪

･
人
尿
等
の
諸
牌
毅
に
つ
い

て
見
る
こ
と
と
し
た
い
｡

ま
づ
貴
族
は
如
何
C1
･

常
時

の
敢
骨
に
於
い
て
は
'
君
主
に
封
拭
す
る
勢
力
た
る
貴
族
'
民
の
意
味
に
於
け
ワ○
世
襲
的
貴
族
は
存

在
し
た
か
っ
た
｡
昔
時

7
位
の
貴
族
と
も
呼
ぶ
べ
き
稀
味
は
あ
っ
た
｡
即
ち
公

･
俣

･
伯

･
千

･
男
と
い
ふ
稗
既
で
あ
る
o
L
か
し

こ
れ
は
欧
洲
の
中
世
に
於
け
る
公

･
俣

･
伯

･
千

･
男
の
帝
位
と
は
仝
-
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.
第

7
に
'
こ
の
構
糖

は
個
人
の
功
券
に
封
し
輿

へ
ら
れ
る
社
食
的
名
草
で
あ
っ
て
'
世
襲
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
0

1
個
人
の
受
け
た
稲
光
は
.
そ
の

子
辞
に
功
努
が
な
け
れ
ば
代
を
葺
怒
る
毎
に

1
級
づ
1
下
っ
て
ゆ
き
'
蓬
に
五
代
目
に
は
最
下
級
の

｢
男
｣
と
iiF

t
六
代
目
に

は

消
滅
し
'
た

鰹ゞ
息
N
LlieLAlA
m
た
る
稗
祝
が
典

へ
ら
れ
免
税
の
特
典
が
輿

へ
ら
れ
る
が
へ
そ
E
I以
筏
､
す
べ
て
の
稀
既
や
特
典
は

(漣
-

滑
減
す
る
の
で
あ

る

0

第
二
に
.
こ
の
稗
既
は
畢
た
る
社
食
的
名
草
で
あ
っ
て
'

1
切
の
官
職
や
政
治
的
権
力
と
は
何
の
関
係
も
無

･=

い
も
の
で
あ
っ
た
.

(
註

)

嘉
隆
替
は
'
助
勢
者
に
酬
ゐ
る
た
め
に
七
つ
の
仕
を
創
設
し
'
第
五
位
主
で
は
世
襲
で
.
等
級
は
一
代
毎
に
下
っ
て
ゆ
-
が
'
第
五
位
以
下

41) ibld,pp.67-68.
42) IJi Jammes,SouvenlrSduPaysd'Annam,1900,p･lr]Ll
43) E.Lur°,0.C.,p.86.
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か
く
の
如
く

世
襲
的
貴
族
は
常
時

の
社
食
に
於
い
て
は
既
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

｡

椴
を

菅

生
ぜ
し

む

べ

き

制

度
は
そ
の
後
'明
命
帝
に
よ
っ
て
磨
け
さ
れ
小1
の
で
あ
る
｡

(丑
)

世
袋
的
貴
族
を
有
し
･L!時
代
は
'
支
那
の
安
南
征
服
以
前
に
於
い
て
は
存
在
し
た
-
忍
ば
れ
る
O
マ
ス
ベ
ロ
氏
は
交
州
外
城
.詑
'
畏
州
記
､

南
越
志
の
記
事
か
ら
推
し
て
攻
め
か
-
三
っ
て
為
る
.
｢
そ
れ
は
(支
部
支
配
以
前
の
安
南
融
合
)
今
日
､
黒
河
及
-
ン
キ
ン
･
]7
オ
ス
端
の
タ
イ

旗
及
び
ム
オ
ン
族
に
於
い
て
知
る
が
如
き
弟
分
的
封
建
融

合
で
あ
っ
ilo
定
住
の
庶
民
即
ち
細
入
は
規
も
L
b-
lT
乃
至
若
干
の
村
落
よ

-
成
る
小

集
圏
を
な
し
て
.Q
だ
'
そ
れ
ば
経
絡
に
よ
っ
て
虻
整
的
に
琉
臆
さ
れ
LJ
ゐ
た
が
'
こ
れ
は
同
時
に
Jr.端
歌
的
-
文
革
m
首
長
を
無
ぬ
る
柴
族
で
あ
っ

た
O
今
日
な
は
高
部
黒
河
の
タ
イ
族
の
沙
人
に
み
る
が
如
し

経
絡
は
侯
の
維
兄
弟
又
は
子
で
め
っ
て
'
維
侯
は
村
を
そ
S
血
族
の
間
に
分
配
し

小
世
襲
釆
地
を
構
成
し
て
ゆ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
O
維
侯
は
漢
時
代
の
願
に
は
./l
匹
敵
す
る
釆
地
を
も
っ
て
ゐ
た
に
逗
J.O
な
い
が
'
こ
の
誰
侯
は

.4

ま
Ll綿
王
の
家
氷
で
あ
っ
た

O｣

の
如
-
'
宮
人
と
い
ふ
支
配
階
親
が
官
職
の
せ
製
や
解
放

･
財
産
の
永
棟
な
き
に
も
か
.,
は
ら
ず
勢
力
を
揮

っ
て
ゐ
虎
の
で
あ
る
O

攻
に
郷
職
N

otabtes
に
つ
い
て
み
ょ
う
｡
こ
れ
は
敢

C
.m
m
une
の
役
貞
で
あ
る
が
､

村
の
有
力
者
と
し
て
'

公
出
の
分
配
に

･=

於
い
て
分
冊
を
多
-
取
っ
た
り
'
土
地
を
乗
併
し
た
-
横
領
し
た
-
し
た

｡

し
か
し
こ
れ
は
む
し
ろ
被
支
配
階
級
た
る
人
民
の
中
の

代
表
者
た
る
に
過
h
u
ず
'
そ
の
主
た
る
閲
心
は
'
宮
人
の
搾
取
を
.如
何
に
し
て
免
れ
る
か
と
い
ふ
と
と
に
在

っ
た
O
勿
論
'
宮
人
と

結
托
し
て
悪
事
を
働
ら
-
者
も
あ
つ
た
が
'
官
人
と
封
抗
す
る
も
の
で
は
な
く
'
そ
の
廿
場
は
我
組
の
徳
川
時
代
の
名
主

･
組
頭

･

百
姓
代
に
篭
る
も
の
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

次
に
人
民
の
軒
の
富
者
た
る
常
讐

干
族

･
1p
I族
が
あ
る
｡
こ
れ
は
通
常
富
著
が
商
繭

･
千
両

･
百
両
の
金
を
出
し
て
得
た
名
著

フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
安
南
融
合

第
二
審

八
五
七

第
四
就

九
三

44) H.Maspero,m Ided-Histolr一≧dYil･川≦uln,Bulletind<さ1'EcoleFran9aise
d'Extr8m〔･Orlent,tom.XVm,lE)]f･L,no,3,p.9

45) P_Ory,La亡OmmuneAnr]a【TLll(コaLLTonkln,1897,pp.78,83;Vuvan
Hi昌n,Lapropri6tecommuna]巴aLITor)k上n,1938,i)pl49,51･
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フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
安
両
社
曾

第
二
番

八
五
八

第
四
班

九
四

の
桐
既
で
あ

っ
て
'

必
l&
J時
に
観

象
を
支
持
し
得
る
ほ
と
大
な
る
財
産
を
持
つ
こ
と
を
表
明
す

る
.
哉
時
に
は
､
軍
険
維
持
の
た
め

寓
族
に
は
寓
柄

･
千
族
に
は
千
両

･
盲
族
は
首
桶
を
披
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
代
-
人
頭
税
と
兵
律
と
は
頚
ぜ
ら
れ
る
o
故
に

君
臣
も
つ
が
教
育
な
き
者
p
嫡
弱
に
し
て
公
務
に
就
き
,得
た
い
考

が
多
-
こ
れ
を
得
た
の
で
あ
る
｡
と
の
酎
鮫

･
千
挺

･
.rLu
潜
陀
/一

ノヽ
血
J
rl
ヒ

L
､

1

F
ノ
-
･
ーノbiLLT,I
.

げ
等
フ
比
光
/
,･

首
.し
メ
j

b
L彰
,･刀
甚
非
凡
ノ防
疫
咋
-1
が
る
た
め
に
か

⊥
る
和
親
を
鞘

か

允
宮
人
と
桁
潰
し

て
jk-
め

て
そ
の
保
身

を
全
う
し
持
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

最
後
に
人
民
に
は
自
由
民
(登
銀
民
)
･
傭
人

･
非
登
録
民

･
奴
隷
の
四
種
が
あ
っ
た
O

騰
人
は
白
由
民
で
あ
る
が
､
給
料
を
貰
っ

て

一
定
期
間
仕
事
や
家
事
に
傭
ほ
れ
た
者
で
'
こ
の
期
問
が
過
ぎ
れ
ば
登
録
民
と
同
じ
に
な
る
'
そ
の
仕
事
は
購
し
い
が
､
人
間
が

膿
し
い
の
で
は
な
い
か
ら
r
奴
隷
と
は
具
る
｡
し
か
し
.
仕
事
を
し
て
ゐ
る
問
は
家
長
の
血
族
に
封
し
て
は
特
別
の
構
呼
を
も
ち
'

L7

且

l
椴
に

｢
人
間
｣
と
考
へ
ら
れ
る
と
と
は
で
き
な
い
O
非
登
録
民
は
浮
浪
民
と
呼
ぶ
べ
-
'
外
来
者
に
し
て
村
に
移
-
住
ん
で
ゐ

る
着
を
さ
す
｡
法
律
上
餌
能
力
を
呈
昔
さ
れ
て
も
ゐ
な
い
が
'
絶
え
ず
追
放
の
脅
威
の
下
に
生
存
し
て
ゐ
る
人
間
で
あ
る
o
奴
隷
は

シ
ユ
レ

-
ネ
に
よ
れ
ば
'
(
l
)
激
等
の
捕
虜
'
(
二
)
詐
巧

(
≡

犯
罪
､
(
四
)
債
務
'

(
五
)
細
井
の
子
た
る
こ
･Lrの
五
原
因

か
ら
聾
生
し
た
も
の
で
.
人
間
と
い
ふ
よ
-
は
物
で
あ
っ
て
'
茸
買
こ
父
換
･
投
輿
･
相
練
の
対
象
と
な
り
.
浜
律
行
為
･
所
有
梧

･

子
孫
に
封
す
る
権
利
を
,Sfi
め
ら
れ
た
か
っ
た
｡
し
か
し
東
洋

一
般
に
於
け
る
と
同
じ
-
.
家
畜
税
や
倍
得
は
さ
れ
ず
'
比
較
的
寛
大

な
待
遇
を
受
け
'
通
常
傭
人
と
し
て
豪
族
の

二
見
と
な
-
'
僕
碑
と
混
合
し
'
そ
の
数
も
通
常
少
な
か
つ
た
の
で
'
フ
ラ

ン
ス
人

も

領
有
後
暫
ら
く
の
間
は
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
つ
た

｡

か
く
の
如
-
'
奴
隷
は
存
在
し
て
ゐ
た
が
､
既
に
社
食

的
生
産
の
軍
事
な

A.Schreiner,0.C.,pp.239-240.
A.Schrelner,0 C.,tom.ⅠⅠⅠ,p221･
奴韓 について, 詳 しくは A Schreiner,o･C.,to･rnrpl:･241--255,A･
Boulnalt,etA.Paulus,O.C.,tom.Ⅰ,p･257･



l

一'
一
書
It
..蔓

..T

.
与

~

■

.

因
子
た
る
も
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
消
費
用

･
香
移
用
の
目
的
に
用
払
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
奴
帝
御
社
倉
の
時
代
は
既
に
去
っ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
如
く

官
人
以
外
の
諸
階
殻
は
何
れ
も
官
人
と
全
然
猫
立
L
t
之
と
封
抗
す
る
勢
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
こ

れ

ら
は

1
つ
の
階
級
を
構
成
し
な
い
か
'
又
は
官
人
と
の
結
托
に
よ
-
始
め
て
勢
刀
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
た
.
固
王
は
前
述
の
如
-
管

人
の
薬
看
板
叉
は
操
-
人
形
に
過
ぎ
な
か
っ
た
.
故
に
我
t･
は
常
時
の
安
甫
杜
骨
を
以
て
宮
人
支
配
の
社
食
と
規
定
す
る
と
と
が
で

き
る
で
あ
ら
う
｡

〓

宮

人

支
配
〇
軽
率

的

基
礎

次
に
と
の
宮
人
支
配
政
治
の
維
柄
的
基
礎
む

考

禁
L
t
以
て
昔
時
の
社
骨
の
性
格
を

一
骨
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
C

官
人
支
配
政
治
の
緩
解
的
基
礎
は
土
地
関
係
に
在
る
｡
何
と
な
れ
ば
'
第

1
に
宮
人
政
府
の
歳
入
及
び
官
人
の
個
人
的
収
入
の
最

大
の
源
泉
は
租
税
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
和
硯
の
大
部
分
は
'
現
物
地
代
ま
た
は
労
働
稚
代
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
国
内
に
於
け
る
物
財
の
流
通
が
大
で
な
い
昔
時
の
融
合
に
在
っ
て
は
'
間
確
親
は
飴
-
重
要
性
を
有
せ
す
､
租
税
の
主
た
る
封

象
は
農
民

(人
頭
税
)
,と
そ
の
耕
す
田
(地
#
)
で
あ
っ
た
｡
特
に
地
租
は
最
も
重
要
な
部
分
を
占
め
て
ゐ
た
O

地
租
の
性
格
は

シ
ル
ヴ

エ
ス
rL･
ル
に
よ
っ
て
巧
妙
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
O

｢
国
王
は
三
･･r

土
地
は
千
の
財
産
で
あ
る
0
し
か
し
予
は
す
べ
て
こ
の
土
地
k
J琴
.っ
し
9
掠
る
背
の
辛
に
iJ宜
-.S
さ
花
は
TJ
IT
ぬ
o
TFLJi
家
た
-
1

王
il-
､
神
聖
.'㌧
る
家
ハス
た
る
千
は
決
し
て
土
地
皇
叩只
却
し
八㌧
い
o
予
は
.Ljで
典
へ
る
O
而
し
て
各
人
は
三
の
･-.u｣励
S
農
芸
萱
草
竺
し
'
柏
頂
塘

フ
ラ

ン
ス
領
有
前
後
の
宴
商
社
合

第

二
懸

八
東

九

第
E
i折

九

茄

二
L
J
.
･.～
T･,ニ



フ
ラ
ン
ス
領
有
前
後
の
妥
商
社
倉

第
二
審

八
六
〇

第
四
既

九
大

に
.LL
を
護
滅
し
'
他
の
所
有
者
か
ら
之
を
棒
待
し
っ
交
換
し
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
0
し
か
し
'
予

の
輿
ふ
る
恩
悪

の
近
糟
と
し
て
'
受
隠
者

は
常
に
耕
作
し
.
生
産
し
'
稗
た
る
異
質
の
一
部
を
予
に
階
皇
ぜ
ね
は
な
ら
ぬ
O
ひ
き
つ
ゞ
き
三
年
間
耕
作
せ
ず
､
公
的
頁
指
の
納
入
を
行
は
ざ

る
者
あ
ら
ば
'
予
は
契
約
を
破
蓋
し
'
土
地
を
視
聴
し
て
'
他
人
に
之
を
輿
へ
る
の
で
あ

ら
う.
彼
は
之
に
封
し
何
ら
所
有
権
の
回
復
を
要
求
し

也

得
な

い

o｣

:
LAノ.乱
EiL-1TIr#
LJ
J.rm
.求
ま
.
-

｣出

叶
hTT古
村

互
い
‥
tTTl

n
二

.
(
,"[
′‥
L
‥
ノ
nV
】
ノ
′

T
IL.

♪
i･r
I㌍

乍

T
T
:

力
作
L

LLL-;
Ej
LL
.な
･-I
T
.日
刊

翻

し

剃

い

が

'

地
利
が
究
鼠
的

士
軸
所
有
者
た
る
閥
荻

に
刺
し
人
民
が
菜
排
ふ
地
代

た
る
,L.･lJ
堅

許
し
て
ゐ
る
o
ま
た
地
租

は
土
地
の
肥

沃
変
や
生
産
物
の
質
に
鷹
じ
て
具
る
生
産
物
量
又

一け

は
そ
の
貨
幣
換
算
額
を
以
て
納
入
さ
れ
た
｡
地
租
が
現
物
地
代
た
る
こ
と
は
以
上
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
.

F'

人
頭
税
も
貨
幣
で
支
梯
は
れ
得
る
が
､
数
箆
の
栄
と

1
鍔
の
税
で
'
主
と
し
て
現
物
を
以
て
約
人
さ
れ
た
.
こ
れ
が
労
働
雅
代
的

性
質
を
有
す
る
こ
と
は
'
そ
の
納
税
者
が
賦
役
努
働
義
務
者
の
年
齢
範
囲
と

1
教
す
る
と
と
及
び
之
を
免
除
さ
れ
る
者
は
賦
役
や
兵

役
を
も
免
除
さ
れ
る
こ
と
'
更
に
特
権
階
級
が
轟
く
穿
除
さ
れ
'
納
税
者
は
下
腰
の
者
と
し
て
蔑
す
ま
れ
た
こ
と
な
ど
の
事
菅
か
ら

明
か
で
あ
る
｡

労
働
地
代
そ
の
も
の
も
'
道
路

･
堤
防

･
濯
概

工
事
等

の
土
木
事
業
に
於
け
る
賦
役
労
働
の
形
で
支
珊
ほ
れ
た
.
そ
れ
は
賛
働
日

数
を
以
て
琴

不
さ
れ
'
そ
の
日
数
は

1
年
に
四
十
八
日
間
で
あ

っ
た
と
3
,
ふ
人
も
あ
る
が
'
成
文
上
の
樵
塘
は
な
-
.
む
し
ろ
時
と

軌

虞
の
必
要
に
麿
じ
て
異
る
も
の
で
あ
っ

た

o
各

コ
ム
,,/
ユ
ー
ヌ
の
提
供
す
べ
き
労
働
口
数
は
'
そ
の
筆
鋒
民
の
数
に
感
じ
て
決
定
さ

れ
社
の
里
長
や
郷
職
は
努
働
者

の
指
導
監
督
に
首

つ
た
の
で
あ
る
･
そ
の
他
既
役
の

表

と
し
て
社
か
ら

1
定
数
b
兵
士
む
差
出
さ

ね
ぽ
な
ら
ぬ
兵
役
が
あ
-
'
ま
た
'
砧

(飛
脚
宿
)
の
あ
る
村
で
は
飛
脚
を
'
宮
人
の
住
む
村
で
は
琵
衛
兵
を
差
出
さ
ぬ
ぼ
な
ら
な
か

っ
た
｡

J･Silvestre,o･?･,p･321-322･
群,imよPIPasqu..∋r･.o･C･･p･270 をみ よO
Vu-van-Hien,artclt.,p･474･
ibid･IP･loo.
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軒
の
針

ト
･i
･r
i
w
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㌢

針

㌢

紅

何
れ
皇

結

相
打

仁

諾

∵

.

.

代
の

一
壇
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
O

第
二
の
理
由
は
'
官
人
の
俸
線
が
主
と
し
て
土
地
生
産
物
を
以
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
官
吏
の
俸
給
の
大
部
分
は
米
で
あ

{J

っ
た
o
現
物
租
税
た
る
米
は
'
省
三
呂
延
の
米
倉

へ
退
ぼ
れ
'
官
人
及
び
兵
士
の
蕨
米
の
於
輿
に
充
て
ら
れ
る
と
共
に
凱
笹
に
封
す

る
僻

へ
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
C

孝

二
の
理
由
は
'
宮
人
の
得
た
富
が
多
-
土
地
へ
の
投
資
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡

一
方
に
於
い
て
歴
代
国
王
は
功
績
あ
-

し
高
位
の
官
人
に
朝
田
を
輿

へ
た
が
'
フ
ラ
ン
ス
の
領
有
に
到
る
ま
で
五
世
紀
間
の
安
酎
-王
国
の
土
聖

;i淡
は
.
甘
人
や
郷
職
が
止

仙

北
･1
,敢
押
し
.t-
大
J弘
賢
js:套
-
1

弘
軒
LA･.安
寿
ま
妻
こ
ホ
J.I/･
～･J
I
2
重
NI
Lこ
',｢一挙
tL
S
賓
jiu
｡
tl
宣
夢
二
ご
･
)
)
≡

,
/
.二

K
A
.い
て
戦

地

､謀
Zj=
争
く
常
人
か
りiJ
の

山
家
か
茨
は
そ
の
助
力
を
葺
け
充
満
か
ら
形
成
さ
か
ふ
代

官
人
は
直
接
見
は
仲
介
諸
を
通

じ
て
高
利
貸
を
行
払
'
細
民
の
土
地
を
併
合
し
た
O
ま
た

1
族
を
引
連
れ
て
の
新
開
地
へ
の
移
住
と
開
墾
や
.
新
開
地
へ
の
投
資
JJ

い
ふ
形
で
交
祉
支
部
に
於
け
る
大
土
地
所
有

-

フ
ラ
ン
ス
領
有
後
の
資
本
豪
的
所
有
も
あ
る
が
ー

が
漸
次
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
｡右

の
如
き
理
由
に
よ
-
'
官
人
支
配
の
粁
碑
的
基
礎
は
土
地
関
係
に
あ
る
｡
故
に
'
こ
の
土
地
関
係
の
究
明
に
進
ま
ぬ
ば
な
ら
患

い

｡(
I
)

土
地
所
有
関
係

フ
ラ
ン
ス
領
有
以
前
の
土
地
所
有
者
が
'
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
'
二
つ
の
呉
れ
る
解
樺
が
あ

る
O

そ
の
1.
は
圃
王
が
唯

1
の
土
地
用
布
槽
渚
で
.
私
人
は
土
地
所
有
槽
を
持
た
な
か
っ
た
と
見
る
シ
ル
ヴ

エ
ス
ト
ル
･
マ

シ
ウ

･

フ
ラ
ン
ス
領
布
前
後
の
宴
席
融
曾

第
二
番

八
六

1

第
四
扱

九
七

53) A･Schreiner,0.Cリtom.Ill,p.37.

54) Vu-van-Hlen,0.C.,pp.18-51.
55) P.Gourou,LcspaysansdudeltalorLkiI]OiEr.1936,p･362･



フ

ラ

ン

ス
領
有
前
後
の
安
商
社
魯

第

二
馨

八
六
二

第

四
妨

九
八

ピ
ア
ン
ヴ

ニ
ユ
I
等

の
解
棒

で
あ
り
,
他
は
私
的
所
有
樺
が
存
在
し
た
と
見
る
ブ
デ
イ

ヨ
ン

･
パ
ス
キ

工
等

の
解
樺

で
あ
も

ー

シ
ル
ヴ

エ
ス
pL
ル
の
言
は
前
掲

の
如
-
で
あ
る
が
'

マ
シ
ウ
は
安
甫
国

王
の
土
地
没
収
梓
を
根
嬢
と
L
t
ヰ
亮

ビ
ア
ン

グ

ニ

ュ
ー

は
遠
の
こ
ろ

の
諭
城
を
嘩
げ

て
ゐ
る
O

I.-
/J
LTT

聯
b
l鰯
空
に
あ
る
や
jr点
揮
帝
舞
九
年
の
王
命
に
は

｢
賢
放
さ
れ
t,-
る
叉
は
視
･iW=-lJれ
ざ
る
水
封
又
に
耕
地
は

･
税
郡
1-J的
入
寸

へ
㌧
名
べ
し
｣
-
め
る
.
ま
た
剛
率
監
舛
十
二
句
の
王
命
に
は

｢
耕
作
･1.U
m
ー･U
る
】
切
r3
土
地

･
田
D
山

･
薪

･
州

･
地
等
'
即

ち
耕
作
さ
れ
ず
紬
糞
さ
れ
て
ゐ
る

Ⅶ
切
の
賂
桝
は
'
之
史
妥
求
す
る
す
べ
て
の
者
に
捌
下
げ
ら
る
べ
し
｣
と
あ
る
｡
之
等
の
候
文
は
国
家
が
す
べ
て

の
土
地
の
所
有
者
た
し

之
を
閑
静
し
て
租
税
を
納
入
す
る
者
に
土
地
を

利
用
ぜ
し
め
る
こ
と
'
か
.,
る
怪
事
曾
完
さ
ゞ
る
土
地
利
用
を
排
除
し
埠

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
揮
す
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
O
第
二
は
土
地
収
用
に
関
す
る
昏
続
で
あ
る
0
或
土
地
が
公
各
事
業
逆
行
の
た
砂
必
零
と
認

め
ら
れ
L
'湯
合
に
は
'
国
家
は
そ
の
土
地
の
利
用
者
と
何
ら
土
地
所
有
欄
の
確
認
を
意
味
す
る
蘭
茸
を
行
は
な
い
で
'
た
./
そ
の
土
地
を
取
上
げ
'

之
に
野
し
て
後
者
は
原
則
と
し
て
は
賠
償
を
要
求
し
枯
な
い
(勿
論
'
賓
際
上
は
常
に
賠
償
金
を
支
沸
は
れ
る
が
)'
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
的
な
土

地
所
有
の
執
念
を
以
T
L
で
は
説
明
し
篠
で

人
月
の
土
地
に
封
す
る
囲
家
の
絶
封
様
に
よ
り
始
め
て
よ
-
理
解
さ
れ
る
0
第
三
は
､
土
地

収
入
徴

収
の
自
由
に
封
す
る
制
限
で
あ
る
｡
明
命
帝
の
王
令
は
'
富
者
に
劃
し
土
地
の
1
部
を
病
人
救
済
の
た
め
赴
に
等
貯
す
べ
き

こ
と
を
命
じ
て
ゐ
る
が

踊
徳
帝
第
六
年
の
大
赦
大
臣
の
命
令
は
'
天
災
の
た
め
租
税
を
軽
減
さ
れ
た
場
合
'
土
地
を
貧
者
に
賃
貸
ぜ
る
富
者
は
'
私
枕
に
魔
じ
て
小
作
料
を

引
下
げ
ね
は
な
ら
ね
と
規
定
し
て
み
る
｡
例
へ
は
租
税
の
高
が
十
分
の
二
審
減
さ
れ
た
毅
合
に
は
'
小
作
料
も
同
じ
-
十
分
の
二
引
下
げ
船
は
な
ら

ぬ
.
も
し
之
に
造
反
ぜ
ば
'
小
作
人
は
被
を
訴
へ
る
こ
と
が
出
光
'
富
新
は
罰
せ
ら
れ
.
腔
償
金
を
支
排
r
れ
る
｡
か
-
の
如
き
土
地
収
入
徴
収
機

の
制
限
は
'
フ
ラ
ン
ス
流
の
紹
封
的
併
有
種
の
思
想
と
は
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
'
炭
の
地
主
た
る
国
家
が
僚
件
附
で
土
地
利
用
を
許
可
し
て
ゐ
る
J
J

57

み
る
象
合
に
始
め
て

理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
0

右

の
見
解
に
封
す
る
反
封
論
は
俳
印
の
土
稚
改
革
案
の
起
草
者
プ
デ
イ

ヨ
ン
の
解
樺

で
あ
っ
て
'

彼
は
明
命
帝
第
八
年

(
一
八
二

七
年
)
の
王
命
に

｢
個
人
及
園
鰻

の
所
有
地
は
公
益
の
目
的
に
非
す
ん
ぽ
没
収
さ
れ
す
'

堂
た
毅
収
に
首
り
て
は
必
ら
す
没
収
地
の

償
値

に
等
し
き
賠
償
金
の
真
珠
を
受
-
る
も

の
と
す
｣
と
あ
る
の
を
引
用
し
て

｢
速

い
時
代
は
い
ざ
知
ら
ず
'

こ
れ
以
筏
は
私
的
所

カンボヂヤ につ いて も,これ と同 じ鮮司等の砦異が み られ る⊂,R.I.こ1.Ednpeter,
Leprobl主mefoncierauCambodge,1937,pp.104-117.かみ よ｡
E.Mathieu,Lap｣･opritt6foncie]-eetsesmodalit由 el1:LroLtAnna-
mite.1909,pp.i-5.
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有
槽
が
法
律
的
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た

.
土
地
保
有
者
は
絶
封
的
意
味
に
於
け
る
所
有
者
の
賓
柊
を
典

へ
ら
れ
た
｡
｣
｢
個
人
の

･
>

所
有
権
は
フ
ラ
ン
ス
津
に
於
け
る
と
同
じ
く

安
商
法
に
於
い
て
も

絶
対
不
可
侵
で
あ

る

.
｣

と
い
び
'
土
地
を
私
人
所
有
地
､
村
有

地
'
国
王
所
有
地
の
三
種
に
分
っ
て
ゐ
る
｡
｡ハ
ス
キ
工
,?
亦
之
に
倣
っ
て
ゐ
る
O

し
か
し
な
が
ら
右
の
異
れ
る
解
得
も
羅
封
に
相
容
れ
ざ
る
鳩

の
で
は
な
い
O
安
常
人
が
十

1
世
紀
の
鯖
以
釆
現
在
の
係
印
の
中
部

よ
れ
南
部

へ
と
徐
々

に
膨
脹
し
移
任
し
た
植
民
々

族
で
あ
る
と
い
ふ
歴
史
的
事
情
を
考

へ
..
か
1
る
敢
骨
の
要
求
を
舞

へ
る
な
ら
ば

両
者
を
綜
合
的
に
解

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
人

民
の
獲
得
し
た
土
地
は

｢
国
王
は
人
民
の
父
で
あ
-
母
で
あ
る
｣
と
い
ふ
民
族
的

･一〓-
ヽヽ
.

侶
表
作
よ
れ
ば
'
常
然

ま
た
闘
-Hl
の
土
地
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
開
家
Jは;
た

ZIi土
地
社
所
有
し
て
ゐ
る
の
み
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な二

.I

=
J

･7T
･Lt.}ヽノ
′こ
a.

Eー
..･

ノヽ
〉

n

ら
引
つ
ゞ
き
三
年
以
上
耕
作
せ
ず
租
税
も
支
林
は
な
い
も
の
は
'
土

地
を
没

収
せ
ら
れ
'

そ

の
土
地
は
他
人
に

貸
輿

さ

れ
る

の
で
あ

る
O
後
に
到
っ
て
こ
の
没
収
権
は
旗
和
せ
ら
れ
'
公
益
の
目
的
及
び
陪
償
金
の
支
蹄
と
い
ふ
二
つ
の
制
限
を
附
せ
ら
れ
た
｡
し
か
し

何
れ
に
し
て
も
人
民
に
輿

へ
ら
れ
た
権
利
は
陳
件
附
の
棺
利
で
あ
っ
て
'
羅
封
的
な
土
地
私
有
椿
で
は
な
い
D
か
･̂
る
催
件
閥
の
槍

利
は
近
代
的
な
羅
封
的
私
有
権
の
観
念
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
人
の
隈
に
は
甚
だ
不
可
解
な
も
の
と
見
え
た
の
で
あ
る
Q

L
か
L
t
土
地
用
宗
椎
者
の
版
か
ら
み
れ
ば
.
土
地
を
耕
作
し
地
租
を
納
入
す
る
眼
-
は
土
地
を
没
収
さ
れ
ザ
'
国
王
の
土
地
摩

収
穫
も
賛
際
上
は
無
制
限
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
故
に
'
地
租
を
納
入
す
る
隈
-
は
何
時
ま
で
も
土
地
を
利
用
し
'

羅
封
的
な
土
地
私
有
と
賛
質
上
異
る
こ
と
な
き
利
益
を
享
受
し
得
た
の
で
あ
る
.
経
っ
て
そ
の
土
地
に
封
す
る
棺
利
は
決
し
て
不
安

フ
ラ
ン

ス
領
有
前
後
の
安
商
社
含

第
二
審

八
六
三

第
四
既

九

九

11-ユ8.
58)IA.Boudlllon,Ⅰ.ereglmede1.′lp･･OPr1台16fonciereenlndochine,1915,

p.14.



フ
ラ
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ス
領
有
前
後

り安
南
社
食

第
二
審

八
六E
T

発

柑

批

一
L
(J

定
な
も
の
で
は
な
-
'

菅
質
的
に
は
私
有
と
異
る
新
は
な
か
っ
た
.

我
々

は
安
南
の
土
地
私
有
椎
を
か
-
の
如
き
使
件
附
私
有
権
の
意
味
に
解
す
べ
き
も
の
と
息
ふ
..
そ
れ
は
間
帝
た
土
地
国
有
か
ら

絶
対
的

な
近
代
的
土
地
私
有

へ
の
過
渡
的
な
形
態
で
あ
る
JJ
云
へ
よ
う
O

,
.
,i.0

に
つ

い
て
見
よ
う

0

農
民
の
地
位
に
つ
い
て
考
ふ
れ
ぽ
'
祐
等
は
土
地
に
緊
縛
せ
ら
れ
た
農
奴
的
農
民
で
あ
っ
た
と
云
へ
よ
う
O
ヰ
ろ

彼
等
の
居
住
及

び
移
碑
の
自
由
は
制
限
さ
れ
て
ゐ
た
｡
宴
南
国
以
外
の
外
国
に
出
る
者
は
死
刑
を
以
て
罰
せ
ら
れ
た
.
国
内
に
於
い
て
は
植
民
の
必

要
上
､
移
住
は
許
可
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
'
個
人
と
し
て
任
意
に
居
所
を
轡
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
.
何
と
な
れ
ば
､
彼
は
社

と
い
ふ

l
圃
憶
の
成
点
で
あ
-
'
社
の
人
口
を
増
加
ru
せ
る
責
任
を
持
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
｡
茸
録
民
は
柑
嘗
局
の
許
可
が
な
け

れ
ば
居
所
を
啓

へ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
村
の
生
存
が
堪

へ
難
-
な
っ
た
と
き
韓
-
得
る
唯

1
の
手
段
は
'
逃
亡
し
'
他
村
の

非
登
録
民
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
非
登
録
民
は
何
ら
法
律
上
の
能
力
を
認
め
ら
れ
す
'
絶
え
ず
追
放
の
脅
威
の
下
に
虐
げ

舵

ら
れ
た
生
活
を
つ
ゞ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
o
安
甫
法
典
は
飢
健
や
凶
年
に
人
民
が
村
を
棄
て
-
.
他
所
へ
移
る
場
食

こ
の
地
方
の

官
人
が
全
力
を
志
し
て
織
を
呼
戻
し
'
椎
帝
の
職
葉
に
威
か
し
む
べ
き
こ
と
を
規
定
L
t
ま
た
こ
れ
を
省
総
督
に
報
告
す
べ
き
こ
と

1

省
総
督
は
逃
避
者
に
節
村
命
令
を
出
す
-
･
を
規
定
し
て
ゐ
る
｡

他
地
方

へ
逃
避
し
て
み
て
も
'
こ
の
新
し
い
土
地
で
身
柄
千

財
産
を
申
せ
せ
ね
ば
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
結
局
彼
は
束
縛
を
晩
す
べ
き
逃
遠
を
見
出
し
得
な
い
わ
け
で
あ

る

.｡O

農
民
が
君
臣
関
係
に
あ
る
悦
壬
や
､王
従
弼
得
に
あ
る
官
人
響
王
に
封
し
身
分
的
に
隷
乾
し
て
ゐ
た
1
)
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
.

乗
人

ibid.,p.151.
0.Pasquier.0.C,pp.231-233.
C.LeJeune,Regimedelapropri占t占fonciさreenpay乍;111111amite,1904,
p.31,60.
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地
主
に
封
す
る
農
民
の
隷
葛
の
状
態
に
つ
い
て
は
叙
述
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
'
造
か
に
後

l
九
二
六
-
三
〇
年
の
頃
ま
で
残
存
せ
る
風

習
に
よ
-
そ
の
1
端
を
窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
.

1
般
に
粁
転
労
働
考

殊
に
長
期
の
定
借
努
働
者
は
同
時
に
僕
牌
を
兼
ね

田
畑
の
仕
事
以
外
に
豪
の
内
部
の
種
々
の
仕
事
を
も
引
受
け
て
ゐ
る
.
根
等
の
除
暇
や
自
由
は
少
い
｡
こ
れ
に
封
し
て
地
主
墜
侶
合

や
食
事
や
被
服
を
給
興
し
て
ゐ
る
O
努
働
者
を
豪
族
の
l
月
と
し
て
待
遇
す
る
地
主
も
あ
る
.
ま
た
僕
牌
努
働
者
は
屡
々
多
年
に
亘

っ
て
同
じ
主
人
に
仕
へ
F
父
子
相
債

へ
て
仕
へ
る
こ
と
も
顛
々
あ
る
｡
水
牛
の
番
人
を
す
る
兄
童
が
多
-
ー
中
に
は
寡
婦

や
年
寄
の

叩
言
)

女
も
あ
る
が
'

一
家
族
全
部
が
雇
は
れ
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る

｡

(W'ア
ラ
ン
TJl朝
柘
植
赦
十
年
脊
照
'
経
済
的
達
也
も
あ

つ
に
後
に
於
い
て
傭
且
鮮
慣
が
撲
っ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
'
こ

3慣
習
は
預
有
常
時
に
串

いては

一
暦
普
及
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
-
｡
よ
Ll安
南
の
農
村
が
フ
ラ
ン
T<1預
靖
後
も
モ
S
ju
非
の
J][Tx瓦

を
朝
-
失
っ
て

ゐ～化
い
こ
-
i-Jd
J考
倍
す

.へ
iru
で
あ
る
｡

か
-
の
如

-
.

常
時
の
和
食
は

11
方
に
於
い
て
7
地
､γ1JZた
る
樹
王

や
甘
<

他
方
咋
於
い
て
よ
に
身
ハ知
的
に
無
駄
す
る
彊
穀

的
摂

氏
が
封
立
せ
る
社
食
で
あ
っ
て
'
そ
の
資
質
に
於
い
て
は
封
建
耐
食
の
性
格
を
も
っ
て
ゐ
充
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
O

(
〓
)

地
代
形
態

租
税

-
地
代
た
る
地
租

･
人
頭
税

･
賦
役
等
が
現
物
地
代
及
び
努
働
地
代
に
外
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
既

忙
見
た
通
-
で
あ
る
o
ま
た
前
掲
ア
ン
-
イ
の
調
査
を
み
て
も
封
建
的
地
代
の
要
求
が
濃
厚
に
残
存
し
て
ゐ
る
｡
第

l
は
物
納
地
代

L=

で
あ
る
｡
地
代
は
金
納
と
物
納
の
場
合
と
が
あ
る
が
'
大
硯
物
納
の
場
合
が
多
S

｡

1
九

〇
五
年
頃
の
調
査
に
ょ
れ
ぽ
'
交
虻
支
那

二
十
&
,の
う
ち
地
代
を
償
幣
で
支
梯
ふ
の
は
二
者
'
両
者
併
用

一
省
の
み
で
'
他
は
す
べ
て
籾
の
数
量
を
以
て
支
梯
ふ
と
と
J
Jな
っ

て
ゐ
も

ま
た
金
納
の
場
合
に
粗
の
相
場
に
従
っ
て
襲
化
す
る
と
と
は
･
金
納
地
代
が
物
納
地
代
の
換
算
に
過
ぎ
な
い
JJ
と
を
示
し

ml

て
ゐ
る
｡

63- CodeAnnamlte,6d･Aubaret]約5,工jv･VIlerpart･,sec･8
64) Y.He n ry, EconomlCagrlC()kL･]e･nndochlne, 1931,ppl30,32,49,

東 正 研究 所詩,俳印の農米 経済 , __ヒ巷,ll,12,35,47頁0
65) Dumont,Laculturedum,danこうledelEaduT onkin,1935,p･56 容照
66) G.Garrc'S,LegusagesdeC｡Chmchl]1(!,1905,p.189･
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フ
ラ
ン

ス
領
有
前
後
の
安
南
政
令

第
二
穆

八
六
六

第
四
弧

1〇二

第
二
は
努
働
地
代
た
る
賦
役
で
あ
る
｡
例

へ
ぼ
ト
ン
キ
ン
で
は
'
魔
女
地
を
開
墾
す
る
分
宗
小
作
農
は

1
ケ
月
巷

甘

間
の
努
働

,i.

を
地
主
に
捷
供
す
る
義
務
が
あ
･sl

'

ま
た
農
業
小
作
人
及
び
分
芸
小
作
鼻
は
堤
防

･
土
手

･
道
路
の
維
持
等
の
た
め
に
毎
年
三
日
間

深
閑
租
に
背
力
額
働
む
提
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
廿
ま
た
士
地
所
靖
諸
は
そ
の
精
l:ty
す
る
峠
勤
-
⊥

舵
に
収
機
期
-

ii
-L
人
Ty1.は

-

'r卜
一I
-̂

^･
0
-ご
r̂
･Tl;
はり
Jli

l
･

1

1"JuL
目
ulu
=
)
J-1二
TTT･il
lLl二
1
'-
l
bll'
′.
?JSLlL
/

=
∋

二
ノ
仁
学
僧
｣才
仁
TTT
だ
t,
rlEjEH
H
1-
,月
=
二
[･=
.･
JJ
I
く

7
1

11
･
/
-

=
1付
せ
タ
ロ

!

L

三
･lイ

qf
′
F

LI

.

葱

冨

邦
で
も
笠

鳥

賀
品

行
す
る
こ
と

が
慧
-

る
外

丁

祭

讐

時

に

什

義

諾

蒜

讐

し

て
地
代
の
外

に

日
傭
仕

丸

事
の
形
で
賦
課
金
を
刑
め
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
畳

々
あ
る
.

朗良

第
三
は
墓

地
代
で
あ
る
o
地
代
の
率
は
嘉

の
催
件
に
鷹
じ
て
種
蒜

多
で
あ
る
が
'
大
讐

於
い
て
物
納
の
場
芝

は
収

穫

即

の
二
分
の

l
程
度
が
多
-
.
多
き
は
三
分
の
三

少
き
は
三
分
の
一
で
あ
る
O
こ
れ
に
賦
役

･
賦
課
金

･
贈
物

･
利
子
等
が
加
は
る

の
で
'
小
作
人
が
こ
れ
ら
す
べ
て
を
真
珠
ひ
'
税
金
や
補
助
的
努
働
者
の
努
賃
を
支
梯
ふ
と
'
彼
の
手
許
に
は
殆
ど
何
も
残
ら
ぬ
こ

71

と
が
多
い
.
多
く
の
小
作
農
の
貧
窮
に
つ
い
て
は
述
べ
る
道
は
な
い
が
'
か
1
る
小
作
農
は
賓
本
家
的
小
作
企
業
家
で
は
な
く
､
か

ゝ
る
高
率
地
代
は
'
資
本
家
的
社
食
に
於
け
る
地
代
の
如
く
平
均
利
潤
以
上
に
出
る
超
過
分
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
仝
利
潤
の
み
な
ら

ず
'
生
産
者
の
労
賃
の

一
部
に
す
ら
食
払
こ
む
封
建
的
掠
奪
地
代
で
あ
る
｡
地
代
の
外
に
､
小
作
人
は
祭
確
の
時
に
茶
･酒
豪

禽

･

具
章

･
卵
な
ど
伴
流
的
な
贈
物
を
せ
ね
ば
な
ら
す
ー
ま
た
地
主
か
ら
前
貸
さ
れ
る
金
銭

･
優
子

･
農
具

･
水
牛

･
食
物

･
被
望

守
に

封
し
粗
を
以
て
極
め
て
高
利
の
返
済
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.

以
上
の
如
く
.
地
代
形
態
に
つ
い
て
み
て
も
'
今
日
な
ほ
封
建
的
地
代
の
要
素
が
濃
厚
に
凍
っ
て
ゐ
る
.
従
っ
て
'
更
に
遡
っ
た

フ
ラ
ン
ス
領
有
昔
時
の
社
食
に
於
い
て
は
'
と
の
地
代
形
態
は

一
骨
支
配
的
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0

YIHenry,O･C.,pp･34,53,邦縛,上
ibid"p.Z8.邦語,上巻8頁｡
lbid.,pp.114,1]5,邦欝,上 巻9王項97月｡
ibld',p.35,邦語,L1番21_買 o
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地
代
撤
収
方
法

租
税
-

地
代
の
徴
収
が
紅
顔
外
的
張
制
に
依

っ
て
行
は
れ
た
こ
と
は
'
む
し
ろ
常
然
で
あ
る
b
君
臣

閲
係
の
思
想
を
そ
の

l
と
し
て
馨
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O

｢国
王
は
ク
人
民
の
父
で
あ
-
母
で
あ
る
〃
と
信
じ
ら
れ
て
み
る
0

1
切
は
彼
か
ら
出
で
'
且
彼
へ
‥庚
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
O
彼
の
臣
民
は
彼
の
子
で
あ

る
0
慣
習
や
法
典
に
も
あ
る
如
し

子
は
家
父
に
射
し
て
自
己
専
有
の
物
を
何
1
つ
併
有
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
臣
民
は
'
国
王
の
要
求
あ

cT

る
落
合
に
は
'
王
に
封
し
て
之
を
拒
み
得
る
財
産
を
1
つ
も
持
た
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
O｣

こ
れ
が
租
税
-
地
代
納
付
の
思
想
で
あ
っ
た
｡
第
二
の
経
済
外
的
強
制
と
し
て
'
敵
に
よ
る
日
精
的
監
督
を
畢
げ
よ
う
｡
敵
は
国
庫

に
封
す
る
租
税
債
務
の
直
接
的
責
任
者
で
あ
っ
た
O
里
長
は
村
民
の
捷
出
し
た
枚
を
自
ら
官
膳
に
引
嘩
丁
義
務
を
持
っ
て
ゐ
た
｡
そ

こ
で
国
家
は
人
民
が
そ
の
生
れ
た
村
に
登
錬
す
る
,J
と
を
張
制
L
p
村
は
そ
の
白
治
的
緋
縦
に
よ
っ
て
枚
の
徴
収
に
努
め
た
の
で
あ

A_f7t
Oし

か
し
経
構
外
的
強
制
の
典
型
的
な
も
の
は
､
筈
や
そ
の
他
の
刑
罰
の
適
用
で
あ
る
.
常
時
の
徴
税
は
す
べ
∪
筈
の
刑
罰
を
以
て

行
は
れ
た
｡
｢
す
べ
て
の
も
の
の
原
動
力
は
名
草
や
感
情
で
は
な
-
て
'
管
と
首
棚
で
あ
る
｡
｣
硯
の
徴
収
が
頚
定
通
-
賛
規
し
な
い

と
､
宮
廷
の
宮
人
は
下
級
官
人
を
罰
し
'

下
教
官
人
は
村
長
を
､

村
長
は
村

民
を
'
村
民
は
宴
や
子
を
習
打

っ
た
｡
｢
筈
の
力
と
階

級
毎
の
置
得
に
よ
-
､
結
局
観
の

税
金
を
満
足

に
取
立
て
る

の
で
あ
る
O｣

租
税
を
滞
納
せ
る
者

･
土
地
や
職
業
や
兵
役
に
つ
き
虚

借
の
中
骨
を
し
た
者

.
賦
役
忌
避
者

･
逃
亡
者
等
は
藁
く
筈
刑
か
ら
流
刑

に

至
る
罰
を
受
け
'
之
を
智
助
し
た
り
怠
慢
に
よ
り
防
止

し
得
な
か
っ
た
宮
人
や
村
長
も
そ
や

､･れ
管
刑
や
流
刑
･
官
職
剥
奪
等
蕨
重
な
虞
罰
を
受
け
る
の
で
あ
る
■a

ヽ

私
的
地
主
も
'
主
従
関
係
以
外
に
官
人
の
樺
力
と
結
合
し
て
'
強
制
的
に
地
代
を
聖

止
て
た
O
小
作
人
は
地
代
を
支
梯
ふ
至
で
は

W
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l〇四

債
務
者
と

見
徹
さ

れ
て
ゐ
た
が

い

票
隆
法
典
に
'
強
情
な
る
債
務
者
が
筈
を
以
て
罰
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し

､債
椎
者
に
し
て

暴
力
を
以
て
債
扱
者
の
家
畜
や
動
産
を
張
取
L
t
或
は
妻

･
妾

･
男
女
兄
を
取
る
者
を
罰
す
る
旨
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
'
常
時
に
於

レ
て
か
･
.
る
規
制
的
行
儀
が
行
は
郎
舟

三

豊

Tl去
･～
LuK
rY
と
･
t

Jカ
で
き
FVrて
謹
戸
一弓
～
b
牢
qLB

Si最
T
レノ表

･..1J
i=
パ
ノ(,
忠

-
'
主
人
で
あ
る
か
ら
闘
哲
は
筋
力
の
降
皆
に
孤
か
-
.
度
々

ノ三

:T
人
決
闘
〃

の
如

き
有
様
に
達
す

る
e
]
地
の
所
帯

･
土
地
の
耗
す
る
概
の

1./:

徴
収
は
こ
の
新
穀
者
や
田
植
者
の
民
族
を
最
も
昂
繋
ぎ
ぜ
る
事
案
で
あ
る
｡｣

と
い
ふ
語
は
､
ほ
ゞ
常
時
の
農
村
に
も
雷
蔵
ま
る
も
の
で
あ
ら
う
.
今
日
に
於
い
て
も
'
催
力
者
と
結
托
せ
る
債
樺
者
が
'
債
務
者

に
強

力
な

墜
迫
を

加
へ
'
悪
評
を
払
ろ
げ
た
-
.
組
先
を
侮
辱
し
た
-
す
る
無
頬
藻
を
差
向
け
た
-
'
種

々

の
暴
行
を
働
ら
い
て
ゐ

肥る

.0以

上
､
土
地
所
有
関
係

･
地
代
形
態

･
地
代
徴
収
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
'
そ
の
結
果
常
時
の
杜
禽
が
地
主
と

之

に身
分
的
に
赤
尾
す
る
農
奴
の
二
階
級
よ
-
構
成
せ
ら
れ
､
経
僻
外
的
規
制
に
よ
っ
て
高
率
の
現
物
地
代
及
び
努
働
地
代
が
徴
収

さ
れ
た
社
食
で
あ
-
'
障
っ
て
そ
の
粧
碑
的
賓
賃
に
於
い
て
は
ヰ
さ

に
封
建
社
食
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
｡
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於
い
て
は
こ
の
官
人
支
配
政
治
の
駐
韓
的
基
礎
を
考
察
し
て
常
時
の
酷
軒
が
粁
軒
史
的
に
は
封
建
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署
や

社
食
と
し
て
規
定
せ

ら
る
べ
き
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
｡

封
建
経
済
の
基
盤
の
上
に
.
封
土
制
で
は
な
-
て
官
僚
支
配
政
治
が
形
成
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
､
安
商
社
骨
に
の
み
特
殊
な
露
史

的
現
象
で
は
な
い
｡
隣
観
の
カ
ン
ポ
ヂ
ヤ
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
棒
確
立
の
常
時
に
於
い
て
は
､
之
と
同
じ
社
骨
柄
達
を
持
っ
て

ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
.
ま
た
膏
罪
の
朝
鮮
社
食
の
構
造
と
極
め
て
よ
-
類
似
せ
る
こ
と
も
興
味
あ
る
鮎
で
あ
る
｡
か
く
の
如
き
構
造

を
封
建
制
の
東
洋
的
壁
形
-･
東
洋
的
封
建
制
の

扇

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
㌔

ま
た
そ
れ
が
近
世
支
那
敢
骨
の
そ
れ
･晶

似
せ
る
こ
と
-

但
し
後
者
に
於
い
て
は
商
柴
資
本
及
び
手
工
業
が

一
骨
の
護
達
と
蓬
げ
て
ね
た
と
考

へ
ら
れ
'
こ
の
郭
多
-
の
間
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