
第
七
十
四
卷

第
三
號

�
成
二
十
七
年
十
二
�
發
行

｢在
民
の
役
﹂
：﹃
巴
縣
檔
案
﹄
に
見
え
る
�
�
宴

︱
︱
�
	
代
中
國
の
國
家
に
よ
る
社
會
荏
�
の
一
側
面
︱
︱

伍

�

は
じ
め
に

第
一
違

巴
縣
に
お
け
る
�
�
の
�
置
と
そ
の
周
邊

第
二
違

�
�
の
人

を
め
ぐ
る
地
域
內
の
對
立
と
訴
訟

第
三
違

�
�
の
職
責
：﹁
糧
務
﹂
と
﹁
夫
差
﹂

お
わ
り
に
︑
�
�
の
性
格

は

じ

め

に

順
治
九
年

(一
六
五
二
)
︑
淸
�
政
府
が
﹁
孝
順
父
母
︑
恭
敬
長
上
︑
和
睦
�
里
︑
敎
訓
子
孫
︑
各
安
生
理
︑
無
作
非
爲
﹂
の
﹁
六
諭
﹂
を
公

表
し
た
︒
そ
の
後
の
順
治
十
六
年
︑﹁
六
諭
﹂
を
﹁
申
�
﹂
し
︑
一
部
の
地
域
に
す
で
に
存
在
し
た
�
�
を
︑﹁
愚
氓
﹂
を
﹁
開
�
﹂
す
る
裝
置
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と
し
て
�
國
で
實
施
す
る
こ
と
が
﹁
議
准
﹂
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹁
�
に
�
�
は
直
接
官
府
と
繫
が
る
に
至
っ
た
﹂︑
す
な
わ
ち
國
家
�
�

の
�
�
制
度
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(1

)
︒

�
�
は
︑
里
甲
や
保
甲
と
同
じ
よ
う
に
︑
國
家
の
�
志
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
登
場
し
た
時
點
か
ら
す
で
に
組

織
と
し
て
の
性
格
を
�
し
︑
自
然
村
を
行
政
村
に
し
よ
う
と
す
る
里
甲
と
保
甲
に
對
し
︑
淸
代
の
�
�
は
そ
の
創
設
理
念
か
ら
す
れ
ば
︑
民
を

一
定
の
枠
に
基
づ
い
て
再
�
成
し
よ
う
と
す
る
行
政
組
織
で
は
な
く
︑
民
を
敎
�
す
る
こ
と
を
�
た
る
目
�
と
す
る
役
職
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

そ
の
後
︑
 
用
し
て
い
く
な
か
で
�
�
は
!
第
に
行
政
の
た
め
の
役
職
ま
た
は
組
織
に
變
身
し
て
し
ま
っ
た
︒

楊
開
"
と
蕭
公
權
は
︑
比
�
�
に
早
い
段
階
で
�
�
制
度
の
#
�
變
�
と
思
想
�
"
具
と
し
て
役
割
を
硏
究
し
た(2

)
︒
佐
伯
富
は
︑
�
�
が

﹁
自
然
發
生
の
聚
落
を
基
盤
に

ば
れ
た
民
閒
の
代
表
者
﹂
と
し
て
︑﹁
地
方
末
端
の
行
政
組
織
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
︑
(
官
(
民
の
性
質
を

�
﹂
し
︑
治
安
維
持
・
)
諭
宣
*
・
戶
婚
田
土
な
ど
を
含
む
﹁
�
村
の
眞
の
自
治
﹂
を
 
營
し
て
い
た
︑
と
說
�
し
て
い
る(3

)
︒

	
年
︑
P
ra
se
n
sit
D
u
a
ra
は
︑
淸
末
の
國
家
が
﹁
營
利
型
﹂
と
﹁
保
護
型
﹂
の

b
ro
k
e
ra
g
e
(﹁
地
方
﹂
)
を
利
用
し
て
�
村
社
會
を
荏
�
し

た
︑
と
指
摘
し
て
い
る(4

)
︒
常
円
華
は
︑
山
西
省
の
石
刻
;
料
を
利
用
し
�
�
を
硏
究
し
︑
そ
れ
を
﹁
�
村
基
礎
行
政
組
織
﹂
と
位
置
附
け
た(5

)
︒

段
自
成
は
地
方
志
の
#
料
を
も
と
に
︑
淸
代
の
中
<
以
後
︑
�
�
の
性
格
が
敎
�
を
擔
當
す
る
も
の
か
ら
︑
!
第
に
行
政
組
織
に
變
�
し
た
こ

と
に
=
目
し
︑
そ
れ
を
﹁
國
家
權
力
の
社
會
へ
の
>
?
﹂
と
論
じ
て
い
る(6

)
︒
梁
勇
は
︑
巴
縣
檔
案
を
利
用
し
て
︑
保
甲
と
�
�
の
關
係
に
つ
い

て
檢
討
し
て
い
る(7

)
︒
日
本
に
お
い
て
は
︑
山
本
@
は
巴
縣
に
お
け
る
�
�
の
�
置
や
機
能
な
ど
を
論
じ
て
い
る(8

)
︒
三
木
聰
は
︑
福
円
省
山
閒
部

に
お
け
る
�
�
と
保
甲
組
織
の
定
着
を
B
し
て
︑
淸
�
�
<
の
�
村
荏
�
の
確
立
C
D
を
E
跡
し
て
い
る(9

)
︒
蒲
地
典
子
は
順
天
府
檔
案
を
利
用

し
て
︑
寶
坻
縣
に
お
け
る
﹁
�
保
﹂
の
任
免
な
ど
を
分
析
し
て
い
る(10

)
︒

本
稿
に
お
い
て
は
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
硏
究
を
參
考
し
つ
つ
︑
巴
縣
檔
案
の
#
料
を
中
心
に
︑
�
�
の
�
置
問
題
︑
人

問
題
に
と
も
な

う
地
域
內
部
の
對
立
︑
お
よ
び
稅
收
と
徭
役
に
か
か
わ
る
�
�
の
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
檢
討
し
た
い
︒
こ
の
檢
討
を
B
じ
て
︑
淸
代
の
�
�

の
具
體
宴
お
よ
び
�
	
代
中
國
社
會
に
お
け
る
�
�
の
社
會
存
在
︑
と
り
わ
け
そ
の
役
割
と
機
能
に
つ
い
て
私
見
を
営
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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第
一
違

巴
縣
に
お
け
る
�
�
の
�
置
と
そ
の
周
邊

一
︑
�
�
の
�
置

�
�
制
度
の
實
施
に
際
し
て
︑
淸
�
國
家
は
そ
の
�
置
に
つ
い
て
の
�
確
か
つ
瓜
一
�
な
基
準
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
村
單

位
で
設
置
し
た
州
縣
と
村
の
上
位
組
織
と
し
て
設
置
し
た
州
縣
も
あ
れ
ば
︑
市
場
や
H
B
I
路
に
設
置
し
た
州
縣
も
あ
っ
た(11

)
︒

現
在
︑
檔
案
;
料
を
も
と
に
確
J
で
き
た
の
は
︑
遲
く
と
も
乾
隆
の
中
<
に
な
っ
て
︑
�
�
が
す
で
に
巴
縣
の

す
べ
て
の
甲
で
�
置
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
�
置
方
法
は
巴
縣
獨
特
な
行
政
區
劃
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
康
熙
四
十
六
年

(一
七
〇
七
)
頃
︑

巴
縣
知
縣
の
孔
毓
忠
は
人
口
の
增
加
を
N
け
て
︑
康
熙
六
年
頃
に
�
成
し
た
西
城
・
江
北
・
居
義
・
懷
石
の
四
里

と
は
別
に
︑
忠
・
孝
・
廉
・
Q
・
仁
・
義
・
禮
・
智
・
慈
・
祥
・
正
・
直
の
十
二
里
を
怨
設
し
︑
そ
の
下
に
そ
れ

ぞ
れ
一
か
ら
十
ま
で
の
甲
を
�
置
し
た
︒
乾
隆
二
十
四
年

(一
七
五
九
)
頃
に
行
っ
た
行
政
區
劃
の
S
整
に
よ
り
︑

巴
縣
は
淸
末
に
至
る
ま
で
︑
ず
っ
と
下
記
の
里
と
甲
を
管
T
し
て
い
た
︒

表
一
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
︑
巴
縣
に
は
二
種
類
の
﹁
里
﹂
が
あ
る
︒

そ
の
一
つ
は
︑
西
城
里
・
居
義
里
・
懷
石
里
な
ど
︑
巴
縣
治
下
の
行
政
單
位
と
し
て
の
里
で
あ
っ
た
︒
こ
の
三

つ
の
里
で
は
衙
役
が
�
置
さ
れ
て
い
た
︒
現
在
︑
差
喚
票
な
ど
の
檔
案
;
料
に
見
え
る
﹁
西
差
﹂﹁
居
差
﹂﹁
懷
差
﹂

と
は
︑
知
縣
に
V
W
さ
れ
て
そ
の
三
つ
の
里
の
業
務
を
擔
當
す
る
衙
役
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
里

に
は
里
長
の
よ
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
︒
も
う
一
つ
は
︑
慈
里
～
廉
里
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
も
里

長
が
な
か
っ
た
が
︑﹁
懷
石
里
糧
差
﹂﹁
懷
里
散
役
﹂
の
よ
う
に
V
W
さ
れ
︑
一
つ
の
甲

(例
え
ば
︑
廉
里
七
甲
)
な
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表一 巴縣の里甲組織

里 (3) 里 (9) 甲 (84)

西城里 慈・正・直 30 (10×3)

居義里 Q・智・仁 24〔(10×2)+4 (仁里)〕

懷石里 忠・孝・廉 30 (10×3)

出典：『淸代乾嘉"巴縣檔案� (下)』、三四〇〜三四一頁。



い
し
一
つ
の
里

(例
え
ば
︑
孝
里
�
甲
)
の
業
務
を
擔
當
す
る
衙
役
が
�
置
さ
れ
た(12

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
巴
縣
は
里
の
再
�
に
お
い
て
︑
康
熙
初
年
以
來
の
︑
行
政
單
位
と
し
て
の
︑
西
城

里
な
ど
を
殘
し
た
ま
ま

(後
に
江
北
里
が
獨
立
)
︑
十
二
の
里
を
怨
設
し
た

(の
ち
に
九
里
︑
ほ
か
に
二
十

九
坊
十
五
廂
)
︒
そ
の
殘
し
た
里
に
お
い
て
は
︑
衙
役
の
�
置
が
維
持
さ
れ
た
の
に
對
し
︑
里
長
の
よ

う
な
役
職
は
�
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
怨
設
し
た
里
に
お
い
て
も
︑
怨
た
に
里
長
の
よ
う

な
役
職
は
設
け
て
い
な
か
っ
た
︒
結
果
と
し
て
︑
B
常
の
縣−

里−

甲
で
は
な
く
︑
縣−

里−

里−

甲
の
よ
う
な
變
則
�
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

巴
縣
の
甲
の
規
模
に
つ
い
て
︑
表
二
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

表
二
に
見
え
る
よ
う
に
︑
甲
の
規
模
が
衣
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
居
X
狀
況
な
ど
の
地
理
�
條

件
を
勘
案
し
�
成
し
た
結
果
で
あ
っ
た
︒
巴
縣
は
︑﹁
そ
の
地
方
の
廣
狹
︑
"
里
の
Z
	
を
�
慮
し
︑

互
い
に
連
絡
の
取
れ
る
も
の
を
以
て
﹂
實
體
と
し
て
の
甲
を
�
成
し
︑﹁
一
�
一
保
﹂
と
あ
る
よ
う
に

保
正

(保
長
)
一
人
の
ほ
か
に
�
�
一
人
も
�
置
し
た
︒
こ
れ
は
︑
巴
縣
に
お
け
る
�
�
の
﹁
�
置

原
則
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た(13

)
︒
I
す
る
に
︑
こ
の
﹁
一
�
一
保
﹂
は
︑
�
�
制
度
と
保
甲
制
度

を
合
體
さ
せ
る
こ
と
を
以
て
︑
社
會
に
對
す
る
荏
�
を
强
�
す
る
方
法
で
あ
っ
た
︒
そ
の
﹁
�
置
原
則
﹂
は
︑
地
方
官
が
地
方
末
端
組
織
の
�

成
に
際
し
て
︑
國
家
の
法
制
度
と
現
地
の
實
]
な
ど
の
諸
I
素
を
總
合
�
に
勘
案
し
︑
獨
自
に
_
斷
し
て
決
め
た
も
の
で
あ
る
︒

乾
隆
二
十
七
～
二
十
九
年
の
﹁
�
保
長
名
單
﹂
に
よ
れ
ば
︑
巴
縣
に
あ
る
八
十
四
甲
の
う
ち
�
�
と
保
長
の
記
錄
が
と
も
に
殘
さ
れ
て
い
る

五
十
五
の
甲
の
な
か
に
︑﹁
一
�
一
保
﹂
で
�
置
し
た
の
は
二
十
二
の
甲
で
︑
絕
對
�
な
多
數

(四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
)
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
表
三
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

表
三
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
一
�
一
保
﹂
の
�
置
原
則
が
柔
軟
に
 
用
さ
れ
た
︒
現
場
の
實
]
に
應
じ
て
︑
複
數
の
�
�
と
保
正
が
�
置
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表二 巴縣の甲の規模

里 甲 戶 數 時 <

Q里八甲 171 嘉慶十八年 (一八一三) 五�

仁里十甲 82 嘉慶十八年六�

孝里七甲 204 嘉慶十九年

忠里十甲 48 嘉慶十九年

仁里九甲 227 嘉慶二十年

直里□甲 180 嘉慶二十年

直里六甲 77 "光二年 (一八二二)

出典：『淸代乾嘉"巴縣檔案� (下)』、三一九〜三三〇頁。



さ
れ
た
甲
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
同
治
十
年

(一
八
七
一
)
正
�
二
十
七
日
附
の
忠
里
九
甲
職
員
朱
厚
堂
や
糧
戶

盧
海
三
ら
八
人
は
連
名
し
て
﹁
簽
狀
﹂
を
出
し
︑
忠
里
九
甲
が
廣
く
て
人
口
も
多
い
た
め
︑
昔
か
ら
﹁
�
�
二
名
﹂

が
﹁
大
小
公
事
﹂
を
擔
當
し
て
い
る
︑
と
說
�
し
て
い
る(14

)
︒

こ
の
ほ
か
︑
�
�
が
五
人
い
る
甲
も
あ
っ
た
︒
乾
隆
二
十
八
年
五
�
十
三
日
︑
Q
里
九
甲
�
�
の
李
秀
賢
は
知

縣
に
對
し
︑
甲
內
に
は
そ
も
そ
も
�
�
が
五
人
い
て
︑
一
緖
に
公
務
を
擔
當
し
て
い
た
と
し
た
う
え
︑
辭
d
者
二

人
が
出
た
の
を
理
由
に
︑﹁
年
少
力
壯
︑
爲
人
諳
練
﹂
の
二
人
を
後
任
と
し
て
推
薦
し
た(15

)
︒

以
上
の
よ
う
な
�
�
�
置
の
多
樣
�
か
ら
︑
我
々
は
國
家
の
制
度
が
各
地
の
實
]
に
柔
軟
に
f
應
し
な
が
ら
定

着
し
て
い
く
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

二
︑
執
照
に
見
え
る
�
�
と
保
正
の
職
責

先
に
說
�
し
た
よ
う
に
︑
巴
縣
に
お
い
て
は
︑
�
�
と
保
正
に
よ
る
甲
內
公
務
を
共
同
で
 
營
す
る
體
制
が
存

在
し
て
い
た
︒
こ
の
兩
者
の
職
責
に
つ
い
て
︑
乾
隆
年
閒
の
執
照
を
利
用
し
て
檢
討
し
た
い
︒

こ
こ
で
い
う
執
照
と
は
︑
知
縣
が
就
任
豫
定
の
�
�
と
保
正
に
H
付
す
る
︑
職
責
を
�
記
す
る
身
分
證
�
書
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
�
�
と
保
正
は
そ
の
H
付
を
N
け
て
︑
は
じ
め
て
公
務
を
執
行
す
る
が
で
き
る(16

)
︒

こ
こ
で
は
︑
乾
隆
二
十
八
年
～
三
十
四
年
に
在
任
し
た
知
縣
段
琪
が
發
行
し
た
二
枚
の
執
照
を
見
て
み
よ
う
︒

一
つ
は
︑
乾
隆
三
十
年
十
一
�
□
日
に
直
里
四
甲
の
保
長
李
萬
春
に
H
付
し
た
執
照
で
︑
も
う
一
つ
は
︑
乾
隆
三

十
一
年
二
�
十
七
日
︑
孝
里
一
甲
の
�
�
李
聲
Z
に
H
付
し
た
執
照
で
あ
る
︒
こ
の
二
枚
の
執
照
の
共
B
點
は
︑

い
ず
れ
も
匪
h
の
防
範
・
¥
i
の
取
閲
・
醉
っ
拂
い
・
喧
嘩
な
ど
を
含
む
治
安
と
敎
�
を
擔
當
す
る
職
責
に
關
す

る
部
分
で
あ
っ
た
︒
具
體
�
に
は
︑
こ
れ
ら
の
問
題
が
あ
れ
ば
︑﹁
密
か
に
本
縣
に
稟
す
る
こ
と
を
許
す
﹂︑
す
な
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表三 巴縣における��と保正の�置

合計 55 甲

一�一保 一�二保 一�三保 一�四保 一�五保 二�一保 二�二保

22 甲 10 甲 10 甲 2 甲 2 甲 1 甲 2 甲

二�三保 二�六保 二�七保 二�八保 三�三保 四�一保

1甲 1甲 1甲 1甲 1甲 1甲

出典：『巴縣檔案 (乾隆�)』、No. 3531。



わ
ち
j
手
に
對
處
せ
ず
︑
た
だ
ち
に
�
書
で
知
縣
に
報
吿
す
る
よ
う
︑
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
共
B
す
る
部
分
に
對
し
︑
�
�
執

照
に
は
﹁
宣
*
)
諭
﹂
に
言
l
す
る
ほ
か
︑﹁
保
長
と
協
同
し
て
︑
甲
內
の
公
事
を
勤
愼
に
し
て
辦
理
す
る
よ
う
﹂
と
書
い
て
あ
る
が
︑
保
長

執
照
に
は
︑﹁
�
�
と
協
同
し
て
︑
糧
務
を
催
督
す
る
よ
う
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒
I
す
る
に
︑﹁
糧
務
の
催
督
﹂
に
際
し
て
の
責
任
者
は
�
�
で

あ
り
︑
保
長
は
﹁
協
同
﹂
す
る
立
場
に
あ
る
が
︑
ほ
か
の
﹁
甲
內
の
公
事
﹂
が
あ
れ
ば
︑
�
�
は
保
長
に
協
力
す
る
︑
と
執
照
を
發
行
し
た
知

縣
の
_
斷
が
窺
え
る(17

)
︒

"
光
年
閒
に
な
っ
て
︑
�
�
に
よ
る
﹁
糧
務
﹂
の
擔
當
に
つ
い
て
よ
り
�
確
な
形
で
書
い
て
い
る
執
照
も
現
わ
れ
て
き
た(18

)
︒
そ
の
な
か
に
︑

管
內
の
﹁
花
戶

(
o
稅
世
帶
)
□
百
□
十
名
﹂︑﹁
原
額
正
糧
銀
□
百
□
十
□
兩
□
錢
□
分
﹂
の
額
を
記
入
す
る
欄
が
設
け
ら
れ
︑
�
�
の
業
務

を
﹁
催
稅
﹂
と
�
記
し
て
い
る
︒

な
お
︑
糧
務
擔
當
に
つ
い
て
は
︑
巴
縣
の
X
民
も
似
た
よ
う
な
J
識
を
持
っ
て
い
る
︒
"
光
三
十
年
二
�
西
城
里
某
甲
の
糧
戶
周
以
政
ら
は
︑

﹁
條
糧
公
務
﹂
を
擔
當
す
る
�
�
候
補
者
と
し
て
︑
黃
益
靑
を
推
薦
し
た(19

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
�
の
�
た
る
業
務
內
容
が
﹁
糧
務
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑
巴
縣
の
官
民
一
致
の
J
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

無
論
︑
こ
の
�
�
と
保
正
に
よ
る
甲
の
﹁
ツ
ー
ト
ッ
プ
體
制
﹂
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
兩
者
の
﹁
協
同
﹂
が
必
I
條
件
で
あ
っ
た
に
t

い
な
い
︒
公
務
の
執
行
に
u
い
利
權
ま
た
は
コ
ス
ト
な
ど
が
發
生
す
る
こ
と
に
直
面
す
る
�
�
と
保
正
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
︒
以
下
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
︒

乾
隆
二
十
七
年
頃
︑
孝
里
三
甲
の
公
務
擔
當
體
制
は
︑
一
�
�
四
保
正
で
あ
っ
た
︒
保
正
の
許
泰
林
ら
は
公
務
擔
當
の
﹁
奇
v
﹂
を
知
り
︑

﹁
老
册
﹂
と
﹁
花
名
﹂
を
隱
し
て
︑
そ
の
]
報
を
怨
た
に
�
�
に
就
任
し
た
龔
楚
白
に
敎
え
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
衙
門
よ
り
數
囘
に
わ
た
っ

て
x
ら
れ
た
公
務
の
﹁
票
喚
﹂
に
は
︑
い
ず
れ
も
保
正
ら
の
名
�
が
な
く
︑
�
�
が
擔
當
す
る
よ
う
に
と
書
い
て
い
る
た
め
︑﹁
老
册
﹂
や

﹁
花
名
﹂
を
知
ら
な
い
龔
楚
白
は
一
人
で
業
務
を
擔
當
し
た
︒
同
年
十
�
頃
︑﹁
倉
穀
﹂
を
﹁
買
辦
﹂
す
る
公
務
に
つ
い
て
の
﹁
票
﹂
も
ま
た
�

�
の
名
�
だ
け
で
︑
保
正
ら
の
名
�
は
な
い
︒
�
�
の
龔
楚
白
は
こ
の
ま
ま
で
は
︑
自
力
で
﹁
公
事
大
差
﹂
の
す
べ
て
を
擔
當
せ
ね
ば
な
ら
な
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い
事
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
危
惧
し
た
た
め
︑
十
�
十
七
日
に
﹁
稟
﹂
を
提
出
し
︑
保
正
ら
に
公
務
を
擔
當
さ
せ
る
よ
う
に
と
知
縣
に
嘆
願

し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
稟
﹂
に
對
す
る
知
縣
の
﹁
批
﹂
は
︑﹁
批
﹂
の
寫
し
を
保
正
の
許
泰
林
ら
に
見
せ
︑
協
同
し
て
公
務
を
擔
當
せ
よ
︑
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た(20

)
︒

筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
︑
甲
內
X
民
の
基
本
]
報
を
記
錄
す
る
臺
帳

(﹁
老
册
﹂
)
と
o
稅
世
帶
の
名
{

(﹁
花
名
﹂
)
が
存
在
し
︑
そ

れ
を
握
る
人
閒
が
甲
內
き
っ
て
の
﹁
實
力
者
﹂
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
本
件
に
お
い
て
︑
原
吿
の
�
�
は
︑
保
正
た
ち
が
甲
の
基

本
]
報
を
隱
し
︑
公
務
を
擔
當
し
て
い
な
い
と
�
張
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
知
縣
が
そ
の
�
�
の
I
|
に
應
じ
ず
︑
却
っ
て
�

�
に
對
し
︑﹁
協
同
辦
事
﹂
の
﹁
批
﹂
を
保
正
ら
に
見
せ
る
よ
う
︑
と
命
じ
る
に
と
ど
ま
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
決
し
て
知

縣
が
甲
の
ト
ッ
プ
同
士
の
紛
爭
に
介
入
し
た
く
な
い
と
い
う
�
味
で
は
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
知
縣
に
と
っ
て
︑﹁
公
事
大
差
﹂
の
�
行

が
い
ち
ば
ん
重
I
な
こ
と
で
あ
り
︑
實
際
の
施
行
者
が
誰
な
の
か
は
さ
ほ
ど
重
I
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
事
案
か
ら
甲
を
リ
ー
ド
す
る
﹁
ツ
ー
ト
ッ
プ
﹂
の
あ
い
だ
の
﹁
協
同
﹂
關
係
は
︑
決
し
て
執
照
に
書
い
て
あ
る
規
定
だ
け
で
確
立
で
き

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
﹁
協
同
﹂
關
係
の
確
立
に
あ
た
っ
て
︑
利
益
の
供
與
や
損
得
の
勘
定
な
ど
を
含
む
複
合
�
な
I
因
が

存
在
し
た
に
t
い
な
い
︒

三
︑
�
�
の
}
務
<
限

淸
�
の
國
家
に
は
︑
�
�
の
}
務
<
限
や
H
代
に
關
す
る
瓜
一
�
な
規
定
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
巴
縣
に
お
い
て
は
︑
後
営
す
る
#
料

に
よ
れ
ば
︑
二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
閒
に
わ
た
っ
て
務
め
て
い
た
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
一
方
で
︑﹁
辦
公
六
載
﹂
(智
里
二
甲
・
乾
隆
二
十
六
年
)

や
﹁
辦
公
數
載
﹂
(孝
里
七
甲
・
同
三
十
三
年
)
の
記
錄
も
あ
る(21

)
︒
こ
れ
ら
の
事
例
は
い
ず
れ
も
︑
辭
職
や
罷
免
な
ど
が
な
け
れ
ば
︑
現
職
の
�

�
が
H
代
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
長
年
に
わ
た
っ
た
在
任
し
た
原
因
は
︑
お
そ
ら
く
�
�
の
行
政
役
職
�
と
り
わ
け
~
稅
事
務
か
ら
の
I
�

(後
営
)
︑
お
よ
び
地
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元
社
會
の
荏
持
に
あ
っ
た
︒
そ
の
地
元
社
會
の
荏
持
と
は
︑
�
�
の
就
任
を
地
元
で
推
薦
し
た
こ
と
︑
お
よ
び
職
務
�
行
中
に
發
生
し
た
經
濟

�
�
擔
に
對
し
地
元
が
一
定
の
補
償
を
行
っ
た
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
と
く
に
そ
の
後
者
は
︑
非
常
に
重
I
な
�
味
を
持
っ
て
い
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
�
�
を
務
め
る
こ
と
は
︑
そ
の
本
人
の
經
濟
力
だ
け
で
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
︒一

方
︑
地
域
社
會
の
慣
行
と
し
て
︑
順
番
で
擔
當
す
る
﹁
任
<
制
﹂
を
と
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
乾
隆
二
十
八
年
五
�
十
三
日
︑

孝
里
三
甲
の
﹁
甲
�
﹂
王
�
安
ら
三
人
は
﹁
稟
狀
﹂
の
な
か
で
︑
甲
內
で
は
六
年
ご
と
に
�
�
と
保
正
を
H
代
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
�
が

あ
っ
た
︑
と
說
�
し
て
い
る(22

)
︒
乾
隆
三
十
三
年
六
�
十
二
日
︑
智
里
四
甲
�
�
の
杜
顯
亮
は
稟
�
の
な
か
で
︑
自
ら
o
稅
す
る
甲
內
の
人
戶
が

順
番
で
�
�
を
務
め
る
︑
と
い
う
甲
內
の
﹁
定
議
﹂
を
說
�
し
て
い
る(23

)
︒

こ
の
ほ
か
︑
H
代
制
を
�
入
し
た
い
と
の
聲
も
あ
っ
た
︒
一
例
を
擧
げ
よ
う
︒

乾
隆
二
十
三
年
十
�
十
八
日
︑
直
里
八
甲
の
�
�
何
殿
卿
ら
は
李
國
仕
を
!
<
�
�
と
し
て
知
縣
に
推
薦
し
て
J
め
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

そ
の
李
國
仕
は
︑
�
�
公
務
を
�
れ
る
た
め
に
︑
𠛬
�
書
�
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

(計
奸
躱
公
︑
鉆
閏
𠛬
書
)
︒
こ
う
し
た
﹁
甲
內
公
務
﹂
の
擔

當
者
が
い
な
い
と
い
う
現
狀
を
N
け
て
︑
�
�
の
何
殿
卿
ら
は
十
一
�
二
十
三
日
に
﹁
稟
﹂
を
出
し
て
︑
李
國
仕
の
﹁
奸
v
﹂
を
指
摘
し
︑
順

番
で
�
�
を
務
め
る
こ
と
を
以
て
﹁
苦
樂
﹂
を
﹁
均
�
﹂
す
べ
き
だ
と
訴
え
た

(
甲
內
公
務
理
應
輪
液
簽
替
承
値
︑
庶
苦
樂
得
以
均
�
)
(24
)

︒

四
︑
�
�
と
金
錢

推
薦
を
N
諾
し
︑
知
縣
に
よ
る
﹁
驗
�
﹂
を
經
て
執
照
を
N
領
す
る
際
に
︑
�
�
が
知
縣
に
﹁
給
照
﹂
の
費
用
と
し
て
金
錢
を
拂
っ
た
記
錄

が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
藍
鼎
元
が
友
人
に
與
え
た
手
紙
の
な
か
に
は
︑
廣
東
省
潮
陽
縣
知
縣
の
署
理
と
し
て
赴
任
し
た
時
の
﹁
陋
規
﹂
を
紹
介

し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
執
照
の
H
付
に
よ
り
縣
內
の
﹁
保
正
�
�
﹂
か
ら
銀
一
六
〇
〇
～
一
七
〇
〇
兩
が
N
け
取
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た(25

)
︒
巴
縣

の
狀
況
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
S
べ
る
必
I
が
あ
る
が
︑
執
照
の
發
行
に
か
か
る
費
用
も
存
在
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
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巴
縣
に
お
い
て
は
︑
�
�
は
就
任
し
た
の
ち
︑
地
元
か
ら
一
定
の
手
當
を
N
取
る
こ
と
が
で
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
咸
豐
九
年

(一
八
五
九
)
︑

巴
縣
直
里
九
甲
の
廩
生
張
體
正
ら
は
現
職
�
�
周
仕
�
の
代
わ
り
に
︑
段
成
占
と
呂
國
亮
ら
を
推
薦
し
た
︒
周
仕
�
が
辭
任
を
拒
ん
だ
た
め
︑

知
縣
は
複
數
の
人
閒
を
�
�
に
任
命
す
る
こ
と
に
對
し
難
色
を
示
し
た
︒
そ
の
理
由
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
の
は
︑
地
元
が
�
�
の
﹁
;
�
﹂
を

�
擔
し
て
い
る
た
め
︑
複
數
の
�
�
が
あ
れ
ば
︑
地
元
の
�
擔
も
重
く
な
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た(26

)
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
;
�
﹂
と
は
︑
一
種

の
手
當
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢
;
�
﹂
の
ほ
か
に
︑
�
�
は
公
務
執
行
に
際
し
て
一
定
額
の
E
加
~
收
を
任
�
に
決
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
稅
金
な
ど
を
~

收
す
る
時
に
︑
手
數
料
を
上
乘
せ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
︒
乾
隆
三
十
六
年
十
�
二
十
日
︑
Q
里
十
甲
の
楊
屈
山
ら
は
縣
の
衙
門
に
對
し
︑
�
�

の
王
甫
違
が
﹁
軍
需
﹂
を
~
收
す
る
際
に
︑
銀
錢
兩
替
の
﹁
官
定
レ
ー
ト
﹂
(一
兩=

八
百
�
)
に
t
反
し
て
︑
そ
れ
よ
り
二
百
�
多
い
一
千
�

で
~
收
し
た
︑
と
訴
え
た(27

)
︒
こ
の
上
乘
せ
の
二
百
�
は
�
�
の
役
得
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
~
收
し
た
﹁
軍
需
﹂
を
軍
需
局
へ
 
ぶ
た
め
の
必
I

經
費
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
が
︑
そ
れ
自
體
は
�
�
の
一
存
で
決
め
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
ま
で
︑
複
數
の
�
�
に
よ
る
公
務
擔
當
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
︒
以
下
で
は
︑
二
人
の
現
職
�
�
の
閒

に
あ
っ
た
公
務
擔
當
を
め
ぐ
る
金
錢
關
係
と
紛
糾
を
紹
介
し
た
い
︒

乾
隆
二
十
三
年
頃
︑
孝
里
十
甲
に
は
�
�
が
二
人
い
た
︒
六
�
三
十
日
︑
五
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
�
�
を
務
め
て
き
て
︑﹁
子
幼
年
邁
﹂

と
い
う
家
庭
事
]
を
�
え
て
い
る
郭
瑞
先
は
︑
就
任
豫
定
の
も
う
一
人
の
�
�
趙
茂
連
と
の
閒
で
︑﹁
憑
中
人
﹂
が
見
守
る
な
か
で
�
束
を
H

わ
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
郭
瑞
先
は
趙
茂
連
か
ら
﹁
J
字
﹂
を
一
枚
も
ら
っ
た(28

)
︒﹁
J
字
﹂
の
內
容
は
︑
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

①

｢公
務
催
督
﹂
の
﹁
承
辦
﹂
に
あ
た
っ
て
︑
一
定
の
費
用
が
か
か
る
た
め
︑
�
�
の
郭
瑞
先
は
︑﹁
銅
錢
一
千
五
百
�
﹂
を
出
し
︑
も
う

一
人
の
�
�
趙
茂
連
に
よ
る
﹁
公
務
催
督
﹂
の
費
用
を
﹁
幇
凑
﹂
す
る
︒

②

そ
の
﹁
銅
錢
一
千
五
百
�
﹂
を
も
ら
っ
た
�
�
趙
茂
連
は
︑﹁
公
差
﹂
や
﹁
催
差
﹂
を
﹁
簽
點
﹂
す
る
際
︑
郭
瑞
先
の
み
な
ら
ず
︑
そ

の
﹁
戶
內
人
等
﹂
を
﹁
簽
點
﹂
し
て
は
い
け
な
い
︑
と
�
束
す
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
﹁
銅
錢
一
千
五
百
�
﹂
は
︑
一
種
の
﹁
免
役
錢
﹂
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の
よ
う
な
も
の
と
の
J
識
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

③

第
三
者
が
見
守
る
な
か
で
�
�
同
士
の
あ
い
だ
に
H
わ
し
た
こ
の
﹁
裏
取
引
﹂
が
破
ら
れ
た
場
合
の
仲
裁
は
︑﹁
公
﹂
す
な
わ
ち
地
方

官
が
擔
當
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
公
差
﹂
や
﹁
催
差
﹂
を
擔
當
す
る
�
�
趙
茂
連
が
︑﹁
銅
錢
一
千
五
百
�
﹂
を
出
し
て
く
れ
た
�
�
郭
瑞

先
ま
た
は
そ
の
﹁
戶
內
人
等
﹂
を
﹁
簽
點
﹂
し
て
し
ま
っ
た
場
合
︑﹁
被
�
﹂
を
N
け
た
側
は
︑
こ
の
﹁
J
字
﹂
を
も
っ
て
﹁
赴
公
﹂

す
な
わ
ち
衙
門
に
赴
き
仲
裁
を
求
め
る
の
で
あ
っ
た
︒

實
際
に
︑﹁
J
字
﹂
を
H
わ
し
た
二
日
後
の
七
�
初
二
日
︑
趙
茂
連
が
�
�
に
就
任
し
た
︒
そ
の
年
の
十
�
に
な
っ
て
︑﹁
買
穀
﹂
に
關
す
る

﹁
差
務
﹂
の
B
�
が
い
つ
も
の
よ
う
に
郭
瑞
先
の
と
こ
ろ
に
來
た
︒
郭
瑞
先
は
こ
れ
を
趙
茂
連
が
�
束
を
破
っ
た
と
見
な
し
て
︑
先
の
﹁
J
字
﹂

を
證
據
と
し
て
知
縣
に
提
出
し
仲
裁
を
求
め
た
︒

以
上
で
說
�
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
就
任
時
の
﹁
J
字
﹂
は
︑
目
に
見
え
る
形
で
の
利
益
の
�
束
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
就
任
の
際
に
︑
利

益
損
得
を
計
算
し
て
︑
二
人
の
�
�
の
閒
に
何
ら
か
の
﹁
裏
取
引
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
違

�
�
の
人

を
め
ぐ
る
地
域
內
の
對
立
と
訴
訟

以
上
で
は
︑
�
�
の
�
置
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
檢
討
し
た
が
︑
本
違
で
は
︑
	
年
の
硏
究
成
果
を
�
收
し
つ
つ
︑
�
�
の
人
物
宴
お
よ
び
�

�
の

任
を
め
ぐ
る
地
域
社
會
の
內
部
對
立
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

一
︑
�
�
の
人
物
宴

順
治
十
六
年
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
�
�
の
f
任
者
が
﹁
土
豪
僕
隸
奸
胥
蠹
役
﹂
以
外
の
﹁
生
員
﹂
と
﹁
�
民
﹂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
ず
は
︑
年
齡
が
滿
六
十
歲
以
上
︑
C
失
が
な
く
人
德
の
あ
る
生
員
で
あ
る
︒
こ
れ
は

も
理
想
�
な
�
�
で
は
あ
る
が
︑
生
員
の
い
な
い

地
域
に
お
い
て
は
︑
人
德
の
あ
る
六
十
な
い
し
七
十
歲
以
上
の
�
民
を
以
て
擔
當
さ
せ
る
︒
こ
れ
ら
の
�
�
は
每
�
の
﹁
朔
|
﹂
に
﹁
六
諭
﹂
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を
﹁
申
�
﹂
す
る
と
と
も
に
︑
村
の
人
々
の
﹁
善
惡
﹂
の
行
爲
を
﹁
{
册
﹂
に
﹁
登
記
﹂
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

思
想
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
以
て
自
律
�
な
社
會
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
淸
�
國
家
が
�
�
制
度
を

�
入
す
る
狙
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る(29

)
︒

我
々
は
巴
縣
の
檔
案
か
ら
生
員
が
�
�
を
擔
當
し
た
記
錄
を
未
だ
發
見
し
て
い
な
い
︒﹁
�
民
﹂
が
務
め
る

�
�
に
つ
い
て
は
︑
同
治
年
閒
の
事
例
を
中
心
に
︑
就
任
時
﹁
六
七
十
歲
以
上
﹂
の
も
の
も
確
J
で
き
て
い

な
い
︒
數
例
を
擧
げ
よ
う(30

)
︒

事
例
一
：
(同
治
三
年
)
孝
里
二
甲
�
�
朱
廣
積
：﹁
年
五
十
八
歲
﹂
で
あ
る
︒

事
例
二
：
(同
治
二
年
)
Q
里
十
甲
�
�
藍
怨
發
：﹁
二
十
餘
載
﹂
に
わ
た
っ
て
�
�
を
務
め
︑
同
治
二
年

現
在
で
は
﹁
年
	
八
十
﹂
で
あ
る
た
め
︑
�
�
就
任
時
の
年
齡
は
五
十
歲
臺
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒

事
例
三
：
(同
治
六
年
)
Q
里
十
甲
�
�
黃
春
和
：﹁
三
十
餘
載
﹂
に
わ
た
っ
て
�
�
を
務
め
︑
同
治
六
年

現
在
で
は
﹁
年
	
七
旬
﹂
で
あ
る
た
め
︑
�
�
就
任
時
の
年
齡
は
四
十
歲
臺
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒

事
例
四
：
(同
治
三
年
)
仁
里
十
甲
�
�
張
喚
亭
：
咸
豐
初
年
に
�
�
に
就
任
し
︑
現
在
﹁
六
十
餘
歲
﹂

で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
就
任
時
の
年
齡
は
少
な
く
と
も
五
十
歲
臺
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒

檔
案
に
記
さ
れ
て
い
る
年
齡
は
あ
く
ま
で
參
考
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
上
記
の
記
錄
に
よ
る
か
ぎ
り
︑

�
�
就
任
時
の
年
齡
は
お
よ
そ
五
十
歲
臺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る(31

)
︒

�
�
候
補
者
の
推
薦
人
身
分
變
�
に
つ
い
て
︑
表
四
を
參
照
さ
れ
た
い
︒
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表四 後任��の推薦者

乾 隆 嘉 慶 " 光 同 治

事案の總數 74 1 4 87

��による推薦の事案數 58 0 0 6

��以外による推薦の事案數 16 1 4 81

出典：『淸代巴縣檔案匯� (乾隆�)』、一九四〜二〇八頁。『淸代乾嘉"巴縣檔案� (下)』、二九四

〜三〇五頁。『巴縣檔案 (乾隆�)』、No. 34〜37、39〜40、42〜43、94、106〜107。『巴縣檔案

(同治�)』、No. 141〜146、148〜150。



こ
の
瓜
計
を
見
る
限
り
︑
乾
隆
年
閒
に
お
い
て
は
︑
�
任
の
�
�
に
よ
る
後
繼
者
の
指
名
推
薦
が
大
(
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
同
治
年
閒
に

な
っ
て
︑
�
�
の
推
薦
者
は
ほ
と
ん
ど
�
生
・
監
生
・
職
員
・
紳
糧
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
�
�
の
地
位
の
變
�
︑

地
方
社
會
に
お
け
る
權
勢
の
�
在
の
變
位
︑
お
よ
び
�
�
に
よ
る
權
力
 
用
の
あ
り
方
の
變
�
が
讀
み
取
れ
る
︒

�
�
を
推
薦
す
る
際
の
人
物
紹
介
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
﹁
家
"
殷
實
﹂﹁
老
成
諳
�
﹂
の
類
の
表
現
が
�
わ
れ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
乾
隆
三
十
三
年
︑
孝
里
七
甲
の
現
職
�
�
が
牟
維
灝
を
後
任
と
し
て
推
薦
す
る
際
に
︑﹁
家
"
殷
實
で
あ
り
︑
讀
み
書
き
も
で
き

(詩
書
可
B
)
︑
素
行
が
端
正
で
あ
る

(素
行
端
方
)
﹂
と
推
薦
理
由
を
說
�
し
て
い
る
︒
ま
た
は
︑
乾
隆
三
十
六
年
︑
周
元
潤
が
慈
里
某
甲
の
�

�
候
補
者
と
し
て
推
薦
を
N
け
た
際
の
推
薦
理
由
は
︑﹁
經
驗
が
豐
富
で
圓
熟
で
あ
り

(
老
成
諳
�
)
︑
讀
み
書
き
も
計
算
も
で
で
き
る

(書
算

�
B
)
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(32

)
︒

こ
こ
で
い
う
﹁
家
"
殷
實
﹂
と
は
�
�
f
任
者
の
經
濟
力
を
指
す
表
現
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
一
定
の
經
濟
力
が
な
け
れ
ば
︑
�
�
に
就
任
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
咸
豐
三
年
八
�
︑
現
職
の
�
�
周
仕
�
が
そ
の
職
に
相
應
し
く
な
い
理
由
と
し
て
︑
Q
里
九
甲
の
監
生
熊

�
熙
ら
は
︑﹁
伊
無
糧
﹂︑
つ
ま
り
o
稅
對
象
で
は
な
い
︑
言
い
奄
え
れ
ば
﹁
家
"
殷
實
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る(33

)
︒

で
は
︑
そ
の
經
濟
力
と
は
ど
の
D
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
�
�
硏
究
は
ほ
と
ん
ど
觸
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
こ

で
は
︑
二
例
を
擧
げ
よ
う
︒

巴
縣
智
里
二
甲
�
�
の
羅
著
光
は
乾
隆
二
十
八
年
三
�
初
三
日
︑﹁
父
�
母
老
﹂﹁
子
幼
家
貧
﹂
の
た
め
に
職
を
辭
し
て
黃
茂
を
後
任
と
し
て

推
薦
し
た
︒
そ
の
黃
茂
の
經
濟
力
に
つ
い
て
は
︑
五
錢
D
度
の
o
稅
額
が
あ
り
︑
公
務
執
行
に
堪
え
う
る
︑
と
羅
著
光
が
說
�
し
た(34

)
︒
乾
隆
五

十
年
九
�
︑
仁
里
九
甲
�
�
の
郭
)

は
!
<
�
�
候
補
者
と
し
て
甲
內
の
杜
國
美
を
知
縣
に
推
薦
し
J
め
ら
れ
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
彼
の
o

稅
額
が
﹁
條
糧
四
錢
八
分
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る(35

)
︒
こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
︑
乾
隆
の
中
<
か
ら
後
<
に
か
け
て
︑
五
錢
D
度
の
地
丁
銀
o

稅
額
が
︑﹁
家
"
殷
實
﹂
を
證
�
す
る
尺
度
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
�
の
就
任
に
際
し
て
は
︑
�
�
制
度
が
發
足
し
た
當
時
の
﹁
行
履
無
C
︑
德
業
素
著
﹂
や
﹁
素
�
德
|
﹂
が
�
え
︑
か
わ
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り
に
﹁
家
"
殷
實
﹂﹁
老
�
諳
�
︑
書
算
�
B
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
地
方
公
務
﹂
の
�
行
に
缺
か
せ
な
い
一
定
の
經
濟
力
と
讀
み
書
き
能
力
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
制
度
設
計
そ
の
も
の
が
現
場
の
實
態
か
ら
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ち
な
み
に
︑
乾
隆
�
と
同
治
�
の

檔
案
を
讀
ん
だ
か
ぎ
り
で
は
︑
巴
縣
で
�
�
が
規
定
ど
お
り
﹁
六
諭
﹂
を
﹁
申
�
﹂
し
た
記
錄
は
未
だ
確
J
で
き
て
い
な
い
︒

な
お
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
老
成
諳
�
﹂
と
は
︑
公
務
�
行
の
際
に
︑
地
方
官
の
�
思
を
民
衆
に
傳
�
し
說
得
す
る
能
力
︑
地
方
官
に
對
す
る
說
�

能
力
︑
お
よ
び
仕
事
を
こ
な
せ
る
手
腕
な
ど
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
例
を
擧
げ
よ
う
︒
乾
隆
三
十
二
年
︑
居
義
里
快
班
衙
役
の
周
陽
輝
は

智
里
二
甲
の
!
<
�
�
の
指
名
を
N
け
た
︒
こ
れ
を
知
っ
た
﹁
快
頭
﹂
は
知
縣
に
對
し
︑
周
陽
輝
が
言
葉
を
う
ま
く
話
せ
ず
︑
性
格
も
�
い
の

で
︑
�
�
の
f
任
者
で
は
な
い
︑
と
說
�
し
て
い
る(36

)
︒

二
︑
人

紛
糾
と
そ
の
性
格

私
は
か
つ
て
巴
縣
檔
案
と
淡
怨
檔
案
を
も
と
に
︑
そ
の
地
方
末
端
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
の

任
手
續
き
に
つ
い
て
︑﹁
①
地
元
X
民
が
商
議
し

て
人
物
を
公
擧
し
︑
②
推
薦
す
る
側
と
推
薦
さ
れ
る
側
は
そ
れ
ぞ
れ
保
結
狀
と
J
閏
狀
を
地
方
長
官
に
提
出
し
︑
③
地
方
長
官
が
推
薦
さ
れ

る
者
に
面
接
し
て
任
命
を
發
令
す
る
﹂︑
と
說
�
し
た
こ
と
が
あ
る(37

)
︒

こ
の
說
�
に
は
二
つ
の
缺
陷
が
あ
る
︒
ま
ず
は
そ
の
基
準
で
あ
る
︒﹁
德
業
素
著
﹂
や
﹁
素
�
德
|
﹂
と
さ
れ
る
の
は
︑
實
に
あ
い
ま
い
な

も
の
で
あ
っ
た
︒
實
際
に
�
�
に
な
っ
た
者
の
ほ
と
ん
ど
は
︑﹁
寡
廉
喪
恥
之
窮
棍
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た(38

)
︒
!
に
は
合
�
形
成
の
方
法

で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
規
定
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
︒
費
孝
B
が
か
つ
て
指
摘
し
た
﹁
長
老
瓜
治
﹂
が
比
�
�
に
し
っ
か
り
し
て
い
る
よ

う
な
地
域
は
と
も
か
く(39

)
︑
衣
な
る
勢
力
が
競
合
し
あ
い
合
�
形
成
が
な
か
な
か
難
し
そ
う
な
地
域
に
お
い
て
は
︑
�
�
f
任
者
の
J
定
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
こ
で
言
う
﹁
衣
な
る
勢
力
﹂
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
は
︑﹁
强−

�
﹂
と
﹁
强−

强
﹂
の
よ
う
に
大
き
く
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
︒
强
者
の
�
思
が
そ
の
ま
ま
地
域
の
�
思
と
な
る
ほ
か
︑
雙
方
の
�
協
に
よ
る
合
�
形
成
も
あ
り
う
る
︒
こ
の
場
合
︑
推
薦
者

が
商
議
し
合
�
し
た
結
果
を
も
と
に
︑
�
�
の
人

を
稟
�
で
知
縣
に
推
薦
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
私
が
か
つ
て
利
用
し
た
淡
怨
檔
案
の
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﹁
三
皂
頭
役
朱
寬
稟
爲

擧
稟
�
恩
准
著
閏
事
﹂
は
︑
一
枚
の
紙
に
書
い
た
稟
�
で
あ
る(40

)
︒
巴
縣
檔
案
の
な
か
に
も
こ
の
よ
う
な
稟
�
が
あ
る
︒

同
治
元
年
五
�
十
一
日
︑
廉
里
九
甲
長
生
場
の
�
生
王
應
律
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
十
五
の
團
の
紳
耆
﹂
は
︑
協
議
し
て
糧
戶
胡
永
泰
を
後
任
�

�
と
し
て
稟
�
で
知
縣
に
推
薦
し
た(41

)
︒

し
か
し
︑
�
協
が
成
立
せ
ず
︑
兩
者
が
競
爭
し
あ
う
場
合
︑
訴
訟
が
そ
の
對
立
を
解
決
す
る

擇
肢
の
一
つ
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
=
目
し
た
い
の
は
︑
�
�
の

出
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
あ
る
︒
一
例
を
あ
げ
よ
う(42

)
︒

同
治
六
年

(一
八
六
七
)
五
�
十
九
日
︑
仁
里
十
甲
の
監
生
蔡
立
´
と
職
員
雷
晉
亭
ら
八
人
名
義
の
狀
紙
が
出
さ
れ
た
︒
訴
え
の
內
容
は
︑

﹁
案
鱗
し
て
擧
げ
難
い
﹂︑
す
な
わ
ち
事
件
・
訴
訟
に
餘
り
に
多
く
か
か
わ
っ
て
き
た
�
�
の
余
海
山
が
﹁
體
德
辦
公
﹂
を
せ
ず
︑﹁
�
事
生
波
﹂

を
し
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
罷
免
を
求
め
︑﹁
諳
練
老
成
﹂
の
蔣
玉
亭
を
後
任
と
し
て
﹁
擧
簽
﹂
す
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
狀
紙
に
は
︑

﹁
內
號
﹂﹁
舊
案
﹂
の
戳
記
の
ほ
か
︑
代
書
の
戳
記
お
よ
び
﹁
捕
衙
掛
號
訖
﹂
の
戳
記
が
押
さ
れ
た
﹁
丁
字
四
千
三
百
十
二
號
﹂
の
手
書
き
し
た

番
號
も
あ
り
︑
咸
豐
二
年
以
來
計
六
項
目
に
わ
た
る
﹁
余
海
山
劣
蹟
單
﹂
も
添
附
さ
れ
た
︒
六
�
十
三
日
︑
貢
生
の
蔡
志
淸
ら
七
人
名
義
で
提

出
し
た
狀
紙
に
は
︑
現
職
�
�
の
余
海
山
の
﹁
不
法
﹂︑
お
よ
び
後
任
者
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
蔣
玉
亭
の
﹁
諳
練
﹂
で
あ
る
こ
と
が
閒
t
い
な

い
︑
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
狀
紙
に
は
︑﹁
舊
案
﹂﹁
內
號
﹂﹁
捕
衙
掛
號
訖
﹂
お
よ
び
代
書
の
戳
記
が
あ
り
︑
番
號
は
﹁
丁
字
五
千
七
十
二

號
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
N
け
て
︑
知
縣
は
そ
の
蔣
玉
亭
を
召
喚
し
﹁
驗
閏
﹂
す
る
こ
と
を
決
め
た
︒

し
か
し
︑
六
�
二
十
八
日
に
な
っ
て
︑
狀
況
が
一
變
し
た
︒
團
練
の
監
正
を
務
め
る
貢
生
の
蔡
志
淸
は
�
稟
を
B
じ
て
︑
上
記
十
三
日
附
の

狀
紙
は
﹁
�
弟
の
蔣
玉
亭
﹂
を
推
す
﹁
案
鱗
濫
衿
﹂
の
蔣
玉
田
が
捏
�
し
た
も
の
だ
と
聲
�
す
る
ほ
か
︑
余
海
山
が
�
�
と
し
て
f
任
で
あ
る

こ
と
を
訴
え
た
︒
彼
が
�
用
し
た
の
も
狀
紙
で
あ
り
︑﹁
舊
案
﹂﹁
內
號
﹂﹁
捕
衙
掛
號
訖
﹂
お
よ
び
代
書
の
戳
記
が
押
さ
れ
︑
番
號
は
﹁
丁
字

五
千
四
百
九
十
號
﹂
で
あ
っ
た
︒

八
�
初
三
日
︑
蔣
玉
亭
を
推
す
グ
ル
ー
プ
が
反
擊
に
出
た
︒
監
生
蔡
立
´
や
保
正
蔣
�
南
ら
四
人
は
︑
六
�
二
十
八
日
附
の
蔡
志
淸
名
義
の

狀
紙
は
︑
余
海
山
が
捏
�
し
た
も
の
で
あ
り
︑
余
海
山
を
罷
免
し
て
蔣
玉
亭
を
�
�
と
し
て
J
め
る
よ
う
求
め
た
︒
彼
ら
が
�
用
し
た
狀
紙
は
︑
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﹁
放
吿
﹂﹁
舊
案
﹂﹁
內
號
﹂
お
よ
び
代
書
の
戳
記
が
押
さ
れ
て
お
り
︑﹁
捕
衙
掛
號
訖
﹂
の
番
號
は
﹁
丁
字
七
千
四
百
二
十
八
號
﹂
で
あ
る
︒

八
�
初
八
日
に
︑
"
員
の
 
書
を
持
つ
雷
晉
亭
は
稟
�
を
出
し
て
︑
余
海
山
が
f
任
で
あ
る
こ
と
︑
蔣
玉
亭
を
推
す
五
�
十
九
日
附
の
�
書

が
蔣
玉
田
に
よ
る
捏
�
で
あ
っ
た
こ
と
を
訴
え
︑
余
海
山
の
留
任
を
求
め
た
︒
こ
の
稟
�
は
狀
紙
に
書
い
た
も
の
で
は
な
く
︑
一
枚
の
紙
に
書

か
れ
て
お
り
︑﹁
內
號
﹂
の
戳
記
も
あ
っ
た
︒

二
日
後
の
八
�
初
十
日
︑
余
海
山
本
人
は
﹁
狀
式
條
例
﹂
の
な
い
衣
な
る
樣
式
の
狀
紙
を
�
っ
て
︑
蔣
玉
田
が
恨
み
を
持
っ
て
他
人
の
名
義

を
盜
用
し
︑
弟
の
蔣
玉
亭
を
推
薦
し
た
こ
と
を
訴
え
た
︒
寫
眞
が
不
鮮
�
で
確
J
で
き
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
が
︑﹁
鯵
�
﹂
の
戳
記
が
あ
る

の
が
わ
か
る
︒
そ
の
﹁
鯵
�
﹂
と
は
︑
¡
詞
の
N
附
を
す
る
書
�
�
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
訴
狀
に
は
"
光
十
四
年
か
ら
の
三
十
三
の
項
目
に

の
ぼ
る
蔣
玉
亭
の
﹁
不
法
劣
蹟
﹂
の
リ
ス
ト
も
添
附
さ
れ
た
︒

類
似
の
ケ
ー
ス
は
ほ
か
に
も
あ
る
が(43

)
︑
;
料
の
制
限
も
あ
り
︑
實
際
の
狀
況
と
雙
方
が
訴
え
た
內
容
の
眞
僞
︑
お
よ
び
知
縣
の

¢
_
斷
に

つ
い
て
確
J
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
︑
雙
方
が
�
�
の
推
薦
を
め
ぐ
っ
て
︑
訴
訟
で
�
用
す
る
代
書
戳
記
の
あ
る
狀
紙
を
�
用
し
た
こ

と
︑
巴
縣
の
衙
門
が
B
常
の
訴
訟
を
N
附
け
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
放
吿
﹂﹁
內
號
﹂﹁
舊
案
﹂﹁
捕
衙
掛
號
記
﹂
を
押
し
︑
千
字
�
の
番
號

を
附
け
た
こ
と
は
︑
や
は
り
無
視
で
き
な
い
點
で
あ
る
︒

現
在
︑
我
々
は
�
�
を
含
む
地
方
末
端
組
織
リ
ー
ダ
ー

出
の
際
に
發
生
し
た
紛
糾
︑
と
く
に
訴
訟
に
至
ら
な
か
っ
た
紛
糾
の
實
態
が
把
握

で
き
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
人

を
め
ぐ
る
對
立
は
︑
決
し
て
�
	
代
の
巴
縣
の
み
の
現
象
で
は
な
い
︒
李
懷
印
も
淸
末
か
ら
民
國

時
<
に
か
け
て
の
直
隸
獲
鹿
縣
の
﹁
�
地
﹂
人

を
め
ぐ
る
紛
爭
を
硏
究
し
た(44

)
︒
な
お
︑
現
代
中
國
に
お
い
て
も
︑
農
村
部
の
地
方
末
端
組
織

で
あ
る
村
民
委
員
會
の

擧
を
め
ぐ
る
X
民
同
士
の
對
立
が
存
在
し
て
い
る(45

)
︒
I
す
る
に
︑
人

の
基
準
が
�
示
さ
れ
た
�
代
の
里
甲
制
度

(﹁
丁
糧
の
多
い
者
﹂
)
と
衣
な
り
︑
�
�
の
人

に
つ
い
て
の
�
確
な
基
準
が
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
制
度
設
計
の
特
~
に
よ
り
人

を
め
ぐ
る

紛
糾
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
と
も
と
地
域
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
�
�
制
度
は
︑
 
用
し
て
い
く
C
D
の
な
か
で
そ
れ
自

身
の
問
題
に
よ
り
︑
地
域
內
部
に
お
い
て
怨
た
な
對
立
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
︒
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三
︑
推
薦
方
法
の

擇
と
訴
訟
の
性
格

先
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
�
�
の
人

を
す
る
際
に
︑
大
ま
か
に
言
え
ば
二
B
り
の
方
法
が
存
在
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
推
薦

(
�
B
の
紙
に

書
い
た
稟
�
を
�
う
方
法
)
と
訴
訟

(
狀
紙
を
�
う
方
法
)
で
あ
っ
た
︒﹁
長
老
瓜
治
﹂
の
行
き
屆
く
よ
う
な
地
域
な
い
し
﹁
對
抗
馬
﹂
の
い
な
い

地
域
で
あ
れ
ば
︑
地
元
の
合
�
形
成
が
比
�
�
に
得
ら
れ
や
す
く
︑
わ
ざ
わ
ざ
訴
訟
の
方
法
を
と
る
の
は
考
え
に
く
い(46

)
︒

そ
も
そ
も
�
�
の
人

を
め
ぐ
る
衣
な
る
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
︑
あ
る
種
の
目
�
も
し
く
は
あ
る
種
の
價
値
を
實
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
︑
人

閒
の
社
會
活
動
の
一
種
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
言
う
﹁
目
�
合
理
�
行
爲
﹂
も
し
く
は
﹁
價
値
合
理
�
行

爲
﹂
に
相
當
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
先
に
引
用
し
た
�
書
の
內
容
か
ら
︑
雙
方
は
い
ず
れ
も
相
手
グ
ル
ー
プ
が
推
す
候
補
者
の
﹁
劣
蹟
﹂

を
暴
く
こ
と
を
B
し
て
︑
相
手
に
對
し
"
德
の
面
か
ら
批
_
を
加
え
た
う
え
︑
地
方
の
治
安
維
持
や
稅
金
徴
収
︑
お
よ
び
紛
爭
S
停
な
ど
の
公

務
を
�
面
に
押
し
出
し(47

)
︑
自
ら
推
す
者
こ
そ
f
任
者
だ
と
訴
え
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
彼
ら
が
︑﹁
外
界
の
事
物
の
行
動
お
よ
び
他
の
人
閒
の
行

動
に
つ
い
て
或
る
豫
想
を
持
ち
︑
そ
の
豫
想
を
︑
結
果
と
し
て
合
理
�
に
E
求
さ
れ
考
慮
さ
れ
る
自
分
の
目
�
﹂
を
�
成
さ
せ
る
た
め
に(48

)
︑
利

用
し
う
る
條
件
や
手
段
を

擇
し
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

無
論
︑
訴
訟
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
︒
淸
末
の
四
川
に
お
い
て
は
︑﹁
狀
紙
と
稟
�
に
か
か
る
費
用
の
比
¤
は
十
對
二
で
あ
り
﹂︑
狀
紙
を
�

用
し
た
場
合
︑
六
十
～
八
百
�
の
狀
紙
費
︑
一
百
～
一
千
�
の
代
書
費
︑
七
百
二
十
～
二
千
一
百
�
の
傳
¡
費
が
發
生
す
る(49

)
︒
な
お
︑
光
緖
年

閒
の
巴
縣
に
は
狀
紙
一
枚
に
つ
き
﹁
筆
墨
辛
力
戳
記
錢
二
百
六
十
�
︑
寫
字
錢
四
十
�
﹂
を
代
書
人
に
拂
う
︑
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
が
︑
現

場
に
お
い
て
は
︑﹁
戳
記
錢
﹂
を
四
百
六
十
�
︑﹁
辛
力
寫
字
錢
﹂
を
三
百
六
十
�
と
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た(50

)
︒
上
記
し
た
事
案
の
關
係
者
は
巴
縣

の
仁
里
十
甲
の
X
民
で
あ
り
︑
狀
紙
に
書
い
た
縣
城
ま
で
の
¦
離
は
九
十
～
百
二
十
里
︑
す
な
わ
ち
四
十
五
～
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
上
記
の
各
費
用
に
加
え
て
︑
H
B
費
・
宿
泊
費
・
飮
食
費
な
ど
が
さ
ら
に
か
か
る
に
t
い
な
い
︒
こ
れ
ら
は
︑
提
訴
段
階
の
コ

ス
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
こ
の
D
度
の
出
費
は
訴
訟
者
集
團
に
と
っ
て
ど
の
D
度
の
�
擔
に
な
る
か
が
分
か
ら
な
い
が
︑
あ
る
種
の
目
�
�
成
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へ
の
<
待
が
な
け
れ
ば
︑
無
�
味
な
出
費
を
果
た
し
て
す
る
だ
ろ
う
か
︒
實
は
︑﹁
リ
ス
ク
囘
§
﹂﹁
安
�
第
一
﹂
を
生
存
維
持
の
原
理
と
す
る

�
	
代
中
國
社
會
に
お
い
て
は
︑
人
々
の
行
動
は
そ
れ
ら
の
原
理
を
﹁
基
準
と
し
た
愼
重
な

擇
の
結
果
﹂
で
あ
る
︑
と
言
え
よ
う(51

)
︒
し
た

が
っ
て
︑
あ
え
て
訴
訟
の
方
法
を
と
っ
た
の
は
︑
そ
の
人
た
ち
に
よ
る
﹁
愼
重
な

擇
の
結
果
﹂
で
あ
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
︑
係
爭
の
¨
中
で
雙
方
が
何
ら
か
の
形
で
�
協
し
て
合
�
形
成
が
で
き
れ
ば
︑
訴
訟
を
取
り
下
げ
る
可
能
性
も
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑

そ
の
訴
訟
自
體
が
︑
地
域
�
�
權
を
獨
占
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
戰
©
︑
あ
る
い
は
存
在
感
を
示
そ
う
と
す
る
た
め
の
戰
©
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
訴
訟
コ
ス
ト
の
發
生
を
覺
悟
し
訴
訟
を
ª
し
た
こ
と
の
背
後
に
は
︑
地
域
社
會
內
部
の
對
立
に
由
來
す
る
地
域

�
�
權
の
爭
い
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
少
な
く
と
も
︑
係
爭
す
る
雙
方
が
訴
訟
を
B
し
て
自
分
た
ち
の
正
當
性
を
�
張
し
よ
う
と
す
る

點
は
共
B
し
て
い
る
︑
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

私
は
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
性
格
に
つ
い
て
︑
	
世
中
國
に
お
い
て
數
多
く
存
在
し
て
い
た
戶
婚
︑
田
土
︑
錢
債
︑
鬭
毆
な
ど
の
よ
う
な
民
事

も
し
く
は
𠛬
事
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
�
ら
か
に
﹁
地
方
公
務
﹂
す
な
わ
ち
地
方
組
織
リ
ー
ダ
ー
の
人

を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
で
あ
っ
た
︑

と
考
え
て
い
る
︒

私
は
か
つ
て
烈
«
の
顯
頴
と
擧
人
の
身
分
を
例
に
︑
	
世
中
國
に
存
在
し
た
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
硏
究
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
う
ち
�
者

は
自
ら
の
¬
白
を
死
を
以
て
證
�
し
た
と
さ
れ
る
烈
«
へ
の
國
家
の
顯
頴
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
り
︑
後
者
は
公
權
力
に
よ
る
擧
人
身
分
の
剝
奪

を
不
當
と
し
て
そ
の
取
り
�
し
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
行
政
訴
訟
は
︑
訴
訟
の
�
體
は
﹁
民
﹂
と
﹁
官
﹂
で
︑
つ
ま
り
﹁
民
﹂

(
虛
銜
や
學
位
を
も
つ
者
を
も
含
む
)
が
原
吿
で
︑﹁
官
﹂
(烈
«
に
對
し
不
當
な
®
い
を
し
た
︑
ま
た
は
擧
人
身
分
の
剝
奪
を
し
た
知
縣
)
が
被
吿
で
あ
っ

た(
52
)

︒し
か
し
︑
本
案
の
よ
う
な
�
�
人

を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
は
︑
そ
れ
ら
と
衣
な
る
樣
相
を
¡
し
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
原
吿
は
依
然
と
し
て

﹁
民
﹂
で
あ
る
が
︑
狀
紙
の
﹁
被
稟
﹂
(被
吿
)
欄
に
書
か
れ
た
の
は
﹁
官
﹂
の
名
�
で
は
な
く
︑
對
立
し
た
グ
ル
ー
プ
が
推
す
人
物
の
名
�
で

あ
る
︒
相
手
側
の
人

の
﹁
非
﹂
を
暴
く
こ
と
を
B
し
て
︑
自
ら
推
す
人
物
の
f
任
を
訴
え
そ
の
任
命
を
行
政
側
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
︒
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縣
の
衙
門
に
對
し
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
ª
こ
し
た
理
由
は
お
そ
ら
く
下
記
の
二
點
に
あ
る
︒

第
一
︑
任
命
權
者
へ
の
訴
え
︒
地
方
末
端
組
織
リ
ー
ダ
ー
の

任
に
際
し
て
︑
知
州
知
縣
が
そ
の
名
義
で
發
行
し
た
執
照
は
︑
そ
の
職
に
就

く
た
め
の
I
件
で
あ
っ
た
︒
そ
の
執
照
の
發
行
權
者
︑
言
い
奄
え
れ
ば
地
方
末
端
組
織
リ
ー
ダ
ー
の
任
命
權
者
で
あ
る
知
州
知
縣
に
訴
え
出
る

の
は
︑
そ
こ
の
地
域
X
民
か
ら
す
れ
ば
至
極
當
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

第
二
︑
社
會
B
念
に
よ
る
影
¯
︒
地
域
X
民
に
と
っ
て
︑
�
�
な
ど
の
地
方
末
端
組
織
リ
ー
ダ
ー
は
︑
訴
狀
の
な
か
で
営
べ
た
﹁
辦
公
﹂
や

﹁
公
務
﹂
の
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
﹁
公
務
﹂
を
擔
當
す
る
も
の
で
あ
る
︒
無
論
︑
彼
ら
が
言
う
﹁
公
﹂
と
は
ま
ず
︑
治
安
維
持
を
は
じ
め
と
す

る
國
家
の
代
表
者
で
あ
る
知
州
知
縣
が
委
託
し
た
業
務
を
指
す
用
語
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
行
政
訴
訟
が
發
生
し
た
背
後
に
は
︑﹁
公
務
﹂
を

擔
當
す
る
組
織
も
し
く
は
そ
の
組
織
リ
ー
ダ
ー
の
人

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
︑
國
家
權
力
を
代
表
す
る
知
州
知
縣
に
よ
る
S
停
な
い

し
_
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
︑
と
い
う
社
會
B
念
の
存
在
が
窺
え
る
︒

第
三
違

�
�
の
職
責
：
﹁
糧
務
﹂
と
﹁
夫
差
﹂

淸
代
に
入
っ
て
︑
巴
縣
の
稅
金
~
收
體
制
に
お
け
る

初
の
中
心
は
里
長
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑﹁
滾
單
法
﹂
(五
つ
の
o
稅
戶
を
一
つ
の
o
稅

單
位
と
し
︑
甲
首
が
H
付
さ
れ
た
各
戶
の
;
產
狀
況
と
o
稅
額
な
ど
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
書
類
を
も
っ
て
︑
~
稅
事
務
を
行
う
方
法
)
と
﹁
甲
催
法
﹂
(甲

首
が
甲
內
の
す
べ
て
の
o
稅
戶
を
對
象
に
o
稅
事
務
を
一
年
H
代
で
行
う
方
法
)
を
經
て
︑
遲
く
と
も
乾
隆
二
十
五
年
頃
に
な
っ
て
︑
�
�
を
中
心
と

す
る
~
稅
體
制
が
確
立
さ
れ
た
︒﹃
(乾
隆
)
巴
縣
志
﹄
で
は
︑
每
年
の
よ
う
に
擔
當
者
が
H
代
す
る
﹁
甲
催
法
﹂
に
比
べ
て
︑
こ
の
~
稅
體
制

は
H
代
手
續
が
省
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
o
稅
の
督
促
に
專
念
し
稅
金
を
規
定
と
お
り
に
~
收
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
自
畫
自
贊
し
て
い
る(53

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
�
は
結
局
︑
國
家
を
代
表
す
る
知
縣
知
州
の
指
示
に
從
い
~
稅
を
從
事
す
る
現
場
の
責
任
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

本
違
で
は
︑
稅
金
と
夫
差
錢
の
~
收
を
中
心
に
�
�
の
職
責
に
つ
い
て
檢
證
す
る
が
︑
紙
面
の
關
係
で
�
�
の
役
得
問
題
に
つ
い
て
は
觸
れ

な
い
こ
と
に
す
る
︒
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一
︑
�
�
と
地
方
公
務
：﹁
糧
務
﹂

す
で
に
說
�
し
た
よ
う
に
︑
同
治
年
閒
の
巴
縣
に
お
い
て
は
︑
�
�
の
�
な
職
責
は
﹁
糧
務
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
糧
務
﹂
と
は
︑
地
丁
銀
と
そ

れ
に
比
例
す
る
附
加
稅
と
し
て
の
捐
輸
・
津
貼
・
夫
馬
︑
お
よ
び
三
費
の
~
收
な
ど
を
指
し
︑
具
體
�
に
は
稅
糧
の
﹁
催
o
﹂
と
﹁
抬
墊
﹂
で

あ
っ
た(

54
)

︒

(一
)﹁
催
o
﹂

｢糧
務
﹂
の
�
行
に
際
し
て
︑
�
�
に
と
っ
て

初
の
業
務
は
﹁
催
o
﹂
す
な
わ
ち
o
稅
の
催
促
で
あ
っ
た
︒

淸
代
の
四
川
に
お
い
て
は
︑
地
丁
銀
と
附
加
稅
の
﹁
設
櫃
開
~
﹂
の
時
<
は
二
�
中
～
四
�
末
︑
八
�
十
五
日
～
十
二
�
上
旬
で
あ
っ
た(55

)
︒

具
體
�
な
開
始
と
¢
了
の
時
<
に
つ
い
て
は
︑
各
州
縣
の
~
稅

高
責
任
者
で
あ
る
知
州
知
縣
が
吿
示
な
ど
で
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
公
表
の
ま
え
に
︑
知
縣
の
﹁
諭
﹂
に
し
た
が
い
︑﹁
紳
糧
﹂
た
ち
は
一
�
下
旬
も
し
く
は
二
�
初
旬
に
銀
錢
の
﹁
官
定
レ
ー
ト
﹂
を
含
む

~
收
規
定
に
つ
い
て
﹁
會
議
﹂
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
光
緖
二
十
四
年

(一
八
九
八
)
正
�
︑
紳
糧
た
ち
が
﹁
籌
議
﹂
し
た
﹁
~
收
價
單
﹂
は
左

記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

地
丁

一
兩
四
錢
八
分
︑
閏
~
在
內

津
貼

每
正
糧
一
兩
~
收
銀

一
兩
一
錢
五
分

捐
輸

四
兩
二
錢
七
分

合
每
兩
~
收
銀
六
兩
九
錢
正

I
す
る
に
︑﹁
加
�
︑
火
²
︑
$
匣
︑
繩
索
︑
領
解
串
票
l
び
局
中
の
一
切
の
經
費
︑
な
ら
び
に
挪
借
し
て
も
ら
っ
た
分
へ
の
³
濟
﹂
な
ど

を
總
合
�
に
勘
案
し
た
結
果
︑
稅
額
銀
一
兩
に
對
し
︑
實
際
の
o
付
額
は
銀
六
兩
九
錢
で
あ
る
と
い
う
割
合
で
實
際
の
o
付
基
準
が
決
定
さ
れ
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た(
56
)

︒
こ
こ
で
い
う
﹁
地
丁
﹂
は
﹁
地
丁
銀
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
津
貼
と
捐
輸
な
ど
の
附
加
稅
の
~
收

額
を
決
め
る
基
準
で
も
あ
っ
た
︒
の
ち
に
紹
介
す
る
李
宜
齋
に
よ
る
抬
墊
の
事
案
に
お
い
て
は
︑
三
費

銀
は
﹁
原
載
條
糧
銀
﹂
す
な
わ
ち
﹁
地
丁
銀
﹂
に
對
し
︑
一
對
一
の
比
¤
で
~
收
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
同
治
二
年
に
巴
縣
知
縣
に
就
任
し
た
王
臣
福
が
﹁
紳
民
﹂
と
﹁
議
決
﹂
し
た
基
準
︑
つ
ま
り

地
丁
銀
の
~
收
と
同
時
に
︑
地
丁
銀
と
同
額
の
三
費
銀
を
附
加
稅
と
し
て
~
收
す
る
︑
と
い
う
基
準
に

從
っ
た
も
の
に
t
い
な
い(57

)
︒

｢
~
收
價
單
﹂
の
ほ
か
に
︑
知
縣
は
表
五
の
よ
う
な
銀
錢
の
﹁
官
定
レ
ー
ト
﹂
も
公
表
し
た
︒

上
記
の
﹁
~
收
價
單
﹂
と
銀
錢
レ
ー
ト
に
加
え
て
︑
知
縣
は
﹁
設
櫃
開
~
﹂
の
<
日
に
つ
い
て
も
�

示
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
光
緖
十
九
年
正
�
十
四
日
︑
巴
縣
知
縣
は
地
丁
銀
~
收
の
開
始
時
<
に
つ
い
て

﹁
吿
示
﹂
し
た
︒
そ
の
內
容
は
︑
お
よ
そ
!
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た(58

)
︒

①

地
丁
銀
~
收
は
三
箇
�
以
內
に
完
了
す
る
︑
と
い
う
布
政
�
の
B
�
を
傳
�
し
た
う
え
で
︑

二
�
十
二
日
か
ら
そ
の
~
收
を
始
め
る
こ
と
︒

②

原
則
と
し
て
は
銀
で
o
付
す
る
が
︑
錢
で
o
付
す
る
場
合
の
﹁
官
定
レ
ー
ト
﹂
は
銀
一
兩
に

つ
き
一
千
七
百
�
と
す
る
こ
と
︒

③

自
ら
o
付
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
︑﹁
´
攬
﹂
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
︒

吿
示
が
知
縣
衙
門
の
外
や
縣
城
に
揭
示
さ
れ
る
ほ
か
︑
知
縣
も
差
役
を
V
W
し
て
︑
各
甲
に
對
し
そ

れ
を
傳
�
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
同
治
八
年
二
�
初
九
日
︑
知
縣
が
V
W
し
た
﹁
糧
差
﹂
は
︑﹁
簽
﹂
と
﹁
高
2
﹂
を
慈
里
七
・
八
甲
�
�
の
鄒

炳
崑
に
渡
し
て
︑﹁
條
糧
﹂
を
﹁
催
o
﹂
す
る
命
令
を
傳
�
し
た
︒
十
二
日
か
ら
︑
�
�
鄒
炳
崑
は
﹁
高
2
﹂
を
も
っ
て
﹁
各
糧
戶
﹂
に
對
し

稅
の
o
付
を
促
し
た
︒
こ
こ
の
﹁
簽
﹂
と
﹁
高
2
﹂
は
o
稅
者
へ
の
B
知
�
書
だ
け
で
は
な
く
︑
�
�
が
~
稅
業
務
を
�
行
す
る
際
の
委
任
狀
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表五 銀錢の官定レート

年�日 項 目 銀 1兩に相當する銅錢

光緖十年二�初四日 捐輸 1,590� (市�九八銀)

光緖十三年二�十三日 津貼 1,730�

光緖十七年正�二十二日 津貼 1,700� (市�九七銀)

光緖十九年正�十四日 地丁 1,700� (市�九八銀)

光緖二十七年二�□日 捐輸 1,270� (九七�九八銀)

光緖三十年三�初十日 捐輸 1,190� (市�九八銀)

出典：『淸代四川財政#料 (上)』、三三八〜三四一頁。



で
も
あ
っ
た
︒
傳
�
が
開
始
さ
れ
た
あ
と
︑
監
生
の
陳
協
三
は
�
�
と
の
借
金
ト
ラ
ブ
ル
を
理
由
に
︑
そ
の
﹁
簽
﹂
と
﹁
高
2
﹂
を
奪
っ
て
し

ま
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
o
稅
者
が
﹁
簽
﹂
と
﹁
高
2
﹂
を
持
た
ず
﹁
催
o
﹂
を
す
る
鄒
炳
崑
に
對
し
︑
疑
念
を
持
ち
稅
を
滯
o
し
て
し

ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
�
�
鄒
炳
崑
は
同
�
二
十
一
日
︑﹁
糧
務
﹂
の
�
行
を
妨
�
し
た
と
し
て
︑﹁
惡
·
陳
協
三
﹂
を
知
縣
に
吿
訴
し
た(59

)
︒

こ
の
事
例
か
ら
︑﹁
糧
務
﹂
を
擔
當
す
る
�
�
が
そ
の
職
權
を
行
�
す
る
際
の
必
I
條
件
の
一
つ
は
︑
知
縣
か
ら
の
�
確
か
つ
具
體
�
な
指

示
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
つ
ま
り
執
照
に
�
示
さ
れ
て
い
る
職
權
と
は
い
え
︑
そ
の
行
�
に
あ
た
っ
て
は
︑
�
�
が
國
家
を
代
表
す
る
知

縣
か
ら
の
�
書
指
示
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

(二
)﹁
抬
墊(60

)
﹂

淸
代
に
お
い
て
は
︑
稅
糧
o
付
の
原
則
は
﹁
自
封
投
櫃
﹂︑
つ
ま
り
o
稅
者
が
自
ら
そ
の
稅
金
を
衙
門
に
設
置
さ
れ
て
い
る
﹁
櫃
﹂
に
入
れ

る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
先
に
紹
介
し
た
光
緖
十
九
年
の
吿
示
も
そ
の
原
則
を
强
S
す
る
�
書
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
~
收
の
現
場
に
お
い
て
は
︑

´
攬
つ
ま
り
~
稅
�
�
が
﹁
體
制
﹂
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
一
種
の
﹁
常
識
﹂
で
あ
っ
た(61

)
︒
	
年
︑
P
ra
se
n
jit
D
u
a
ra
と
李
懷
印
は
︑
稅

糧
~
收
の
﹁
´
攬
﹂
に
つ
い
て
硏
究
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
´
攬
﹂
の
背
後
に
︑
地
方
官
に
よ
る
强
I
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
說
�
が

な
さ
れ
て
い
な
い(62

)
︒

四
川
に
お
い
て
も
︑﹁
抬
墊
﹂
と
い
う
慣
行
が
廣
く
存
在
し
て
い
た(63

)
︒
檔
案
;
料
に
よ
れ
ば
︑
抬
墊
と
は
︑﹁
抬
銀
代
墊
﹂﹁
抬
借
墊
完
﹂﹁
抬

銀
墊
完(

64
)

﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
I
す
る
に
o
稅
責
任
者
が
そ
の
責
任
で
�
定
額
の
稅
金
を
閲
切
日

(
¹
數
)
ま
で
に
完
o
す
る
︑
と
い
う
原
則
の

も
と
で
︑
�
�
が
~
收
で
き
な
か
っ
た
分
を
借
金
し
て
代
o
し
た
の
ち
︑
未
o
者
か
ら
債
權
を
囘
收
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
�
�
た
ち

の
﹁
常
識
﹂
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
咸
豐
六
年

(一
八
五
六
)
五
�
︑
廉
里
四
・
五
・
八
甲
の
�
�
だ
っ
た
徐
世
太
ら
は
︑
閲
切
日
ま
で
に

完
o
し
な
か
っ
た
分
を
す
べ
て
代
o
す
る
こ
と
を
宣
言
し
︑
そ
の
た
め
の
銀
二
十
四
兩
を
衙
門
戶
�
書
�
に
預
け
た(65

)
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
墊
o
﹂

は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
抬
墊
﹂
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
書
�
に
預
け
た
銀
は
︑
當
該
業
務
を
引
き
N
け
る
た
め
の
一
種
の
保
證
金
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の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
事
例
か
ら
︑
抬
墊
で
甲
內
の
未
o
分
を
代
o
す
る
の
は
︑
�
�
に
就
任
す
る
際
の
必
I

條
件
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
︒
抬
墊
の
發
生
I
因
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
制
度
上
の
I
因
に
つ
い
て
檢
討
し
て
お
き
た
い
︒

我
々
が
巴
縣
檔
案
の
な
か
で
し
ば
し
ば
目
に
す
る
の
は
︑
知
縣
側
に
よ
る
抬
墊
の
强
I
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
Q
里
六
甲
�
�
の
周
正
品
は
︑

咸
豐
十
一
年
に
﹁
正
糧
防
E
津
貼
積
穀
﹂
を
~
收
す
る
際
に
︑﹁
º
諭
抬
銀
﹂︑
知
縣
の
指
示

(﹁
諭
﹂
)
に
し
た
が
っ
て
代
o
し
た(

66
)

︒
Q
里
九
甲

�
�
の
楊
洪
泰
は
︑
知
縣
の
﹁
諭
﹂
に
し
た
が
っ
て
︑
甲
內
の
熊
藕
»
ら
數
人
が
滯
o
し
た
同
治
四
年
と
六
年
︑
お
よ
び
九
年
の
﹁
條
糧
津

貼
﹂︑
合
計
﹁
五
十
餘
兩
﹂
を
抬
墊
し
た(67

)
︒
規
定
ど
お
り
の
完
o
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
知
縣
に
よ
る
﹁
比
﹂︑
つ
ま
り
E
~
す
る
對
象
は
︑

そ
の
未
o
者
ま
た
は
滯
o
者
で
は
な
く
︑
甲
內
の
~
稅
責
任
者
と
し
て
の
�
�
ま
た
は
糧
差
で
あ
っ
た
︒
同
治
十
三
年
十
二
�
十
一
日
︑
巴
縣

正
里
十
甲
�
�
陳
銀
山
は
﹁
抬
墊
﹂
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑
六
�
の
閲
切
に
な
っ
て
滯
o
が
あ
っ
た
た
め
︑
知
縣
の
嚴
し
い
E
l
を
N
け
て
︑

や
む
を
得
ず
﹁
抬
墊
﹂
を
し
た
︑
と
說
�
し
た(68

)
︒
知
縣
が
こ
う
し
た
抬
墊
を
强
I
し
た
背
後
に
は
︑
考
成
制
度
の
制
�
お
よ
び
上
官
の
壓
力
な

ど
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
知
縣
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
抬
墊
し
た
の
ち
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
債
權
の
囘
收
が
で
き
な
か
っ
た
�
�
の
一
例
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
︒

同
治
三
年
︑
巴
縣
知
縣
の
王
臣
福
は
︑
孝
里
の
三
甲
な
ど
に
居
X
す
る
董
翕
堂
・
董
�
�
の
一
族
に
對
し
︑
B
常
の
稅
金
と
附
加
稅
の
ほ
か

に
﹁
捐
輸
三
千
餘
金
﹂
を
求
め
た
︒
巴
縣
衙
門
の
﹁
戶
書
﹂
を
務
め
る
親
戚
︑
ま
た
は
﹁
�
生
﹂
の
親
戚
を
持
つ
董
翕
堂
ら
は
成
都
に
行
っ
て

し
ま
い
︑
知
縣
の
I
求
を
事
實
上
拒
ん
だ
ほ
か
︑
そ
の
年
の
﹁
津
貼
・
大
糧
l
び
雜
V
﹂
の
o
付
を
も
﹁
抗
o
﹂
し
た
︒
八
�
の
閲
め
切
り
に

な
っ
て
︑
孝
里
三
甲
�
�
の
李
宜
齋
は
知
縣
の
抬
墊
命
令
を
N
け
て
︑
や
む
を
得
ず
父
の
﹁
膳
銀
﹂
を
轉
用
し
た
ほ
か
︑
さ
ら
に
借
金
を
も
し

て
︑
あ
わ
せ
て
銀
一
百
五
十
兩
を
工
面
し
た
︒
八
�
十
五
日
に
︑
李
宜
齋
は
董
の
一
族
ら
計
二
十
九
名
分
が
o
付
す
べ
き
地
丁
銀
と
三
費
銀
な

ど
の
附
加
稅
を
完
o
し
︑﹁
票
據
百
餘
張
﹂
を
N
取
っ
た
︒
そ
の
後
︑
李
宜
齋
は
董
の
一
族
が
成
都
よ
り
戾
っ
て
き
た
の
を
待
っ
て
︑
何
度
も

債
權
の
囘
收
を
求
め
た
が
︑
斷
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
光
緖
元
年
正
�
に
な
っ
て
︑
董
氏
は
淸
算
す
る
と
詐
稱
し
︑
李
宜
齋
よ
り
抬
墊
の
證
據
と
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し
て
の
﹁
正
糧
o
票
﹂
二
十
八
枚
を
¾
し
取
っ
て
し
ま
っ
た
︒
縣
に
訴
え
て
も
效
果
が
な
か
っ
た
た
め
︑
李
宜
齋
は
知
府
衙
門
に
吿
訴
し
た
︒

知
府
衙
門
よ
り
x
ら
れ
た
こ
の
案
件
の
審
理
を
擔
當
す
る
﹁
黃
�
﹂
は
︑
李
宜
齋
に
對
し
﹁
代
o
票
據
﹂
の
提
出
を
命
じ
︑
後
者
は
﹁
三
費

銀
﹂
を
抬
墊
し
た
﹁
票
二
十
九
張
﹂
を
提
出
し
た
︒
そ
の
二
十
九
枚
の
﹁
o
票
﹂
は
現
在
︑
巴
縣
檔
案
の
な
か
に
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
董
氏
に

よ
っ
て
﹁
¾
し
取
ら
れ
た
﹂
二
十
八
枚
と
知
縣
に
提
出
し
た
二
十
九
枚
の
﹁
o
票
﹂
の
ほ
か
︑
李
宜
齋
の
手
元
に
な
お
五
十
九
枚
の
o
稅
書
類

が
殘
っ
て
い
た
︒
結
局
︑
光
緖
四
年
に
な
っ
て
も
︑
こ
の
事
案
が
依
然
と
し
て
淸
算
で
き
ず
︑
借
金
の
利
子
も
重
な
っ
た
た
め
︑
李
宜
齋
は

﹁
本
利
銀
八
百
餘
兩
﹂
の
�
債
を
�
え
て
い
た(69

)
︒

實
は
︑
董
氏
一
族
の
た
め
に
上
記
の
抬
墊
を
し
た
同
治
三
年
八
�
十
五
日
に
︑
李
宜
齋
は
ほ
か
八
名
分
の
稅
金
を
も
抬
墊
し
た
︒
そ
の
な
か

に
︑
十
數
年
な
い
し
二
十
數
年
に
わ
た
っ
て
抬
墊
し
つ
づ
け
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
張
必
�
の
地
丁
銀
は
﹁
八
分
﹂
で
あ
る

が
︑
十
年
閒
に
わ
た
っ
て
抬
墊
し
た
結
果
︑
未
囘
收
の
債
權
と
利
息
は
あ
わ
せ
て
﹁
數
十
兩
﹂
に
の
ぼ
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
郭
龍
山
の
地
丁
銀

は
わ
ず
か
﹁
四
分
﹂
で
あ
る
の
に
對
し
︑
二
十
數
年
閒
に
わ
た
っ
て
抬
墊
し
た
稅
金
と
そ
の
利
息
も
﹁
數
十
兩
﹂
に
の
ぼ
っ
て
い
る(70

)
︒
こ
こ
に

お
い
て
留
�
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
先
に
說
�
し
た
よ
う
に
︑
上
記
の
﹁
八
分
﹂﹁
四
分
﹂
な
ど
は
﹁
地
丁
銀
﹂
の
~
收
額
と
三
費
銀
な
ど
の

附
加
稅
の
計
算
基
準
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
れ
ら
の
債
權
囘
收
を
求
め
て
い
る
閒
に
︑
李
宜
齋
は
ほ
か
の
抬
墊
も

し
た(

71
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
巴
縣
に
お
い
て
は
︑
´
攬
の
取
閲
り
を
擔
當
す
る
は
ず
の
知
縣
は
︑
吿
示
に
お
い
て
は
´
攬
の
禁
止
に
つ
い
て
�
示
し
た
も

の
の
︑
實
際
に
は
´
攬
を
容
J
し
た
ほ
か
︑﹁
簽
﹂
ま
た
は
﹁
諭
﹂
を
も
っ
て
抬
墊
を
强
I
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
檔
案
に
見
え
る
抬
墊
は
︑

一
種
の
﹁
官
製
抬
墊
﹂
ま
た
は
﹁
官
製
´
攬
﹂︑
つ
ま
り
地
方
官
が
作
っ
た
~
稅
�
�
に
あ
た
る
よ
う
な
行
爲
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
C
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
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二
︑
�
�
と
地
方
公
務
：﹁
夫
差
﹂

巴
縣
は
四
川
東
部
の
H
B
の
I
�
に
位
置
し
︑
官
僚
や
軍
が
頻
繁
に
À
來
す
る
﹁
衝
﹂
の
地
域
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑﹁
夫
差
﹂
も
多

か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
乾
隆
五
十
七
年
十
�
十
六
日
と
二
十
六
日
︑
巴
縣
は
各
﹁
里
甲
�
保
﹂
に
對
し
﹁
差
票
﹂
を
出
し
︑
x
Á
の
た
め
の

﹁
水
塘
﹂
な
ど
の
施
設
修
理
を
命
じ
た(72

)
︒

こ
う
し
た
夫
役
を
�
行
す
る
の
に
必
I
な
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
無
論
︑
各
甲
の
內
部
で
�
擔
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
乾
隆
三
十
六
年
以
後
︑

�
天
黨

(坊
)
の
鋪
戶
は
巴
縣
衙
門
の
命
令
に
よ
り
︑﹁
夫
差
﹂
を
Â
用
し
物
;
を
 
搬
す
る
﹁
公
務
﹂
を
�
擔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
�
擔

の
基
準
は
︑
各
店
鋪
が
營
業
規
模
に
應
じ
每
�
銀
四
～
八
錢
兩
に
相
當
す
る
﹁
鋪
戶
夫
差
錢
﹂
(﹁
門
面
夫
差
錢
﹂
)
を
二
囘
據
出
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
︒
�
�
は
銀
錢
の
兩
替
レ
ー
ト
に
從
っ
て
︑
上
記
の
基
準
に
相
當
す
る
銅
錢
を
各
鋪
戶
か
ら
N
け
取
っ
た
あ
と
︑﹁
夫
價
﹂
を

﹁
開
銷
﹂
し
た
︒
し
か
し
︑
乾
隆
五
十
年
頃
に
な
っ
て
︑﹁
錢
賤
夫
價
加
倍
﹂
に
よ
り
︑
�
�
は
赤
字
を
出
し
た
ま
ま
で
﹁
公
務
﹂
を
擔
當
し
た
︒

乾
隆
五
十
九
年
八
�
二
十
七
日
︑
�
天
黨
と
k
奇
黨
の
�
�
は
縣
に
對
し
︑
~
收
額
が
﹁
四
百
七
十
餘
千

(
�
)
﹂
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑﹁
開

銷
﹂
し
た
﹁
夫
價
﹂
が
﹁
四
百
八
十
餘
千

(
�
)
﹂
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
報
吿
し
た
︒
知
縣
は
批
�
の
な
か
で
︑
そ
の
﹁
十
餘
千

(
�
)
﹂
の
赤

字
に
つ
い
て
�
く
言
l
せ
ず
︑
荏
出
を
公
正
に
し
︑
橫
領
し
て
は
い
け
な
い
と
淡
々
と
指
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た(73

)
︒
そ
の
後
︑
赤
字
が
さ
ら
に

膨
ら
ん
で
し
ま
っ
た
︒

乾
隆
六
十
年
三
�
十
二
日
︑
�
天
黨
と
k
奇
黨
の
�
�
は
再
び
稟
狀
を
出
し
︑﹁
一
百
六
十
八
千
九
百
�
﹂
の
~
收
額
に
對
し
︑﹁
三
百
五
十

五
千
一
百
五
十
六
�
﹂
を
﹁
荏
銷
﹂
し
て
︑
赤
字
が
﹁
一
百
八
十
六
千
二
百
三マ

マ

十
六
�
﹂
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
報
吿
し
た
う
え
︑
鋪
戶
か
ら
の

﹁
夫
錢
﹂
を
~
收
し
に
く
く
︑
侮
辱
を
蒙
っ
た
現
狀
を
訴
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
知
縣
は
�
�
が
鋪
戶
か
ら
~
收
し
た
金
錢
を
も
っ
て
人

夫
を
Â
い
勞
務
を
擔
當
す
る
﹁
違
D
﹂
を
强
S
し
た
う
え
︑
�
�
ら
に
對
し
︑﹁
軍
務
大
差
﹂
が
あ
り
︑
引
き
續
き
店
舖
か
ら
;
金
を
~
收
し

﹁
催
夫
應
差
﹂
す
る
よ
う
に
と
命
じ
た
︒
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乾
隆
六
十
年
の
五
�
︑
巴
縣
の
k
奇
黨
は
﹁
夫
差
﹂
費
用

の
一
部
を
�
擔
し
た

(表
六
)
︒

上
記
の
人
夫
Â
用
以
外
の
�
擔
も
あ
っ
た
か
と
思
う
が
︑

結
果
と
し
て
︑
各
店
舖
か
ら
~
收
し
た
﹁
一
百
一
十
九
千
五

百
八
十
�
﹂
だ
け
で
は
賄
え
な
か
っ
た
た
め
︑
k
奇
黨
�
�

の
何
玉
堂
ら
は
や
む
を
得
ず
錢
鋪
な
ど
に
借
金
を
し
た
︒

何
玉
堂
ら
の
報
吿
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
公
務
の
�
行
に
あ
た

り
︑
~
收
し
た
﹁
一
百
一
十
九
千
五
百
八
十
�
﹂
と
借
り
入

れ
た
二
百
三
十
千
�
か
ら
︑
必
I
な
人
件
費
や
﹁
利
錢
﹂︑
l

び
こ
れ
ま
で
の
借
金
³
濟
な
ど
を
差
し
引
い
た
あ
と
︑
な
お

﹁
欠
夫
價
錢
五
十
六
千
四
百
零
七
�
﹂︑
つ
ま
り
五
十
六
千
四

百
七
�
が
足
り
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

上
記
の
﹁
糧
務
﹂
と
﹁
夫
差
﹂
の
事
例
か
ら
は
︑
�
�
が

知
縣
か
ら
見
れ
ば
單
な
る
﹁
役
﹂
で
あ
る
た
め
︑
業
務
�
行

中
に
發
生
し
た
コ
ス
ト
や
赤
字
に
對
し
︑
ま
っ
た
く
無
關
心

の
態
度
を
示
し
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒
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表六 k奇黨夫差領壯單

<閒 差務內容 費用 <閒 差務內容 費用

五�二十五日

驛夫 4名

3千 600�
六�十三日

夫 147名 3千 675�

驛夫 4名 驛夫 2名

3千 240�驛夫 2名 驛夫 3名

六�初一日 下河夫 40名 1千 000� 驛夫 4名

六�初六日

驛夫 26名 9千 360�
六�十五日

驛夫 14名
5千 340�

驛夫 4名
1千 800�

下河夫 12名

夫 1名 六�十七日 驛夫 8名 2千 880�

下河夫 125名
5千 735�

六�二十二日

驛夫 4名

9千 720�驛夫 7名 驛夫 8名

下河夫 104名 2千 575� 驛夫 7名

六�初八日 驛夫 16名 5千 760� 驛夫 8名
14千 250�

六�初九日

驛夫 16名
6千 480�

下河夫 570名

驛夫 2名 六�二十三日 河夫 96名 2千 400�

下河夫 300名 7千 500�
六�二十五日

Æ夫 3名 1千 800�

驛夫 8名
5千 760�

Æ夫 1名 440�

驛夫 8名

夫 10名
7千 700�

小 計 101千 15�

下河夫 20名

出典：『巴縣檔案 (嘉慶�)』、No. 228。



お
わ
り
に
︑
�
�
の
性
格

本
稿
の

後
に
︑
行
論
を
踏
ま
え
て
�
�
の
性
格
に
つ
い
て
私
見
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒

學
界
に
お
い
て
は
︑
傳
瓜
中
國
の
政
權
荏
�
の
範
圍
は
︑
州
縣
ま
で
と
す
る
�
見
が
あ
る
︒
秦
暉
は
︑
國
が
州
縣
を
荏
�
し
︑
州
縣
以
下
の

荏
�
は
自
治
組
織
と
し
て
の
宗
族
が
行
い
︑
自
治
の
根
幹
が
倫
理
で
あ
り
︑
倫
理
が
�
紳
を
�
る
︑
と
表
現
し
て
い
る(74

)
︒
ま
た
︑
于
円
嶸
は
宋

代
以
後
︑﹁
治
權
を
代
表
す
る
官
治
シ
ス
テ
ム
が
�
鎭
よ
り
縣
に
後
d
し
た
﹂
と
し
た
う
え
︑
淸
代
に
お
け
る
縣
以
下
の
社
會
荏
�
に
お
い
て

は
﹁
地
方
の
人
﹂
が
﹁
地
方
公
共
の
�
﹂
に
從
っ
て
﹁
地
方
公
共
事
務
﹂
を
管
理
し
た
︑
と
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
中
國
傳
瓜
�
村
社

會
の
政
治
特
~
﹂
の
形
式
と
機
能
に
つ
い
て
︑﹁
保
甲
制
度
と
宗
族
組
織
︑
お
よ
び
士
紳
瓜
治
が
結
合
し
た
�
村
自
治
政
治
﹂
で
あ
る
︑
と
J

識
し
て
い
る(75

)
︒

こ
の
ほ
か
︑
國
家
と
社
會
と
の
閒
に
い
わ
ゆ
る
﹁
第
三
領
域
﹂
が
存
在
し
︑
社
會
を
È
成
す
る
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
そ
の
﹁
第
三
領
域
﹂
の

な
か
で
は
じ
め
て
國
家
と
﹁
接
觸
﹂
し
た
と
す
る

P
h
ilip
C
.C
.
H
u
a
n
g
の
�
見
も
あ
る
︒
彼
は
︑
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
特
定
の
對
象
を
限
定
し

て
�
用
し
た
﹁
公
共
領
域
﹂
と
い
う
槪
念
を
よ
り
﹁
價
値
中
立
﹂
�
な
﹁
第
三
領
域
﹂
と
い
う
名
に
改
稱
し
て
︑
そ
れ
を
も
っ
て
�
	
代
中
國

の
社
會
お
よ
び
行
政
 
營
を
硏
究
し
た
︒
し
か
し
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
第
三
領
域
﹂
と
は
制
度
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
あ
る
種
の
制
度
を
�
效
に
す
る

た
め
の
組
織
な
の
か
︑
な
い
し
は
單
な
る
問
題
を
分
析
す
る
た
め
の
操
作
槪
念
な
の
か
に
つ
い
て
の
說
�
が
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
se
m
io
f-

fic
ia
ls=

准
官
�
﹂
に
よ
る
~
稅
な
ど
の
業
務
樣
態
を
說
�
せ
ず
︑
縣
以
下
の
行
政
 
營
も
司
法
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
﹁
第
三
領
域
﹂
で
行

わ
れ
た
と
�
張
し
て
い
る(76

)
︒

｢第
三
領
域
﹂
の
槪
念
を
�
っ
て
︑
巴
縣
の
�
�
を
分
析
し
そ
の
槪
念
を
さ
ら
に
補
强
し
よ
う
と
す
る
硏
究
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
公
務
執
行

の
際
に
�
�
が
行
�
し
た
權
力
の
性
格
と
そ
の
由
來
︑
と
い
う
�
	
代
中
國
社
會
に
お
け
る
�
�
の
位
置
づ
け
に
か
か
わ
る

も
基
本
の
問
題

に
つ
い
て
の
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い(77

)
︒
我
々
に
と
っ
て

も
重
I
な
の
は
上
記
の
よ
う
な
槪
念
よ
り
︑
�
	
代
中
國
社
會
の
人
々
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が
そ
う
し
た
﹁
�
村
自
治
政
治
﹂﹁
第
三
領
域
﹂﹁
准
官
�
﹂
と
稱
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒

ま
ず
は
︑
淸
�
國
家
が
見
た
�
�
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
︒
乾
隆
Ô
の
敕
命
に
よ
っ
て
�
纂
さ
れ
た
﹃
皇
�
�
獻
B
考
﹄
の
な

か
で
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
�
�
は
里
長
・
甲
長
・
保
長
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
�
人
を
以
て
其
の
�
の
事
を
治
め
る
﹂﹁
在
民
の

役
﹂
と
し
て
︑
稅
金
~
收
や
治
安
維
持
な
ど
に
か
か
わ
り
︑
衙
門
に
對
し
﹁
器
物
﹂
の
提
供
と
﹁
人
夫
﹂
の
~
發
を
擔
當
し
︑
わ
ず
か
な
ミ
ス

が
あ
れ
ば
︑
忽
ち
﹁
撲
責
﹂
を
加
え
ら
れ
︑
一
年
中
に
わ
た
っ
て
暇
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︑
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(78

)
︒

こ
の
#
料
か
ら
︑
國
家
ま
た
は
官
僚
の
目
に
映
さ
れ
て
い
る
﹁
�
人
を
以
て
其
の
�
の
事
を
治
め
る
﹂
�
�
の
Ö
が
﹁
)
諭
﹂
を
﹁
宣
*
﹂

す
る
敎
�
擔
當
者
で
は
な
く
︑
單
な
る
﹁
在
民
の
役
﹂︑
つ
ま
り
た
だ
の
徭
役
で
あ
っ
た
こ
と
を
鮮
�
に
讀
み
取
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
J
識
は
︑

そ
の
時
代
の
常
識
で
も
あ
っ
た
︒
馮
桂
芬
は
�
�
の
よ
う
な
も
の
を
﹁
賤
役
﹂
に
分
類
し
︑
民
を
治
め
る
の
が
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指

摘
し
て
い
る(79

)
︒
I
す
る
に
︑﹁
�
�
・
里
長
・
甲
長
・
保
長
﹂
と
は
﹁
�
村
自
治
政
治
﹂
な
い
し
﹁
第
三
領
域
﹂
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
く
︑

あ
く
ま
で
國
家
に
よ
っ
て
荏
�
さ
れ
る
民
の
一
員
で
あ
っ
た
︒
財
產
紛
糾
な
ど
の
民
事
訴
訟
は
と
も
か
く
︑
本
�
で
檢
討
し
た
�
�
人

を
め

ぐ
る
紛
糾
︑
お
よ
び
﹁
糧
務
﹂
と
﹁
夫
差
﹂
に
見
え
る
國
家
と
社
會
と
の
關
係
か
ら
は
︑
歷
#
の
事
實
と
し
て
の
﹁
�
村
自
治
﹂﹁
第
三
領
域
﹂

の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
︑
民
衆
側
が
見
た
�
�
に
つ
い
て
も
觸
れ
よ
う
︒
本
�
の
な
か
で
言
l
し
た
事
例
だ
が
︑﹁
糧
戶
﹂
た
ち
は
官
に
對
し
﹁
條
糧
公
務
﹂

を
擔
當
で
き
る
人
材
が
乏
し
い
﹂
(條
糧
公
務
乏
人
承
應
)
を
理
由
に
�
�
の
候
補
者
を
推
薦
し
︑
國
家
や
上
官
の
恩
德
を
體
得
せ
ず
公
務
執
行

(體
德
辦
公
)
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
�
�
の
罷
免
を
求
め
た(80

)
︒
こ
こ
で
言
う
﹁
公
﹂
と
は
︑
無
論
︑
衙
門
す
な
わ
ち
國
家
の

公
務
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
事
例
か
ら
︑
民
衆
側
が
|
ん
で
い
る
�
�
が
あ
く
ま
で
自
分
た
ち
を
代
表
し
て
﹁
公
務
﹂
に
從
事
す
る
も
の
で

あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
民
衆
側
が
|
ん
で
い
る
�
�
宴
は
ま
さ
し
く
﹁
在
民
之

役
﹂
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
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後
に
巴
縣
檔
案
を
も
と
に
﹁
准
官
�
﹂
の
人
た
ち
の
�
思
を
も
確
J
し
て
お
き
た
い
︒
乾
隆
三
十
五
年
五
�
十
六
日
︑
知
縣
は
訴
訟
の
證

人
と
な
っ
た

(因
訟
作
證
)
こ
と
を
理
由
に
智
里
十
甲
�
�
の
趙
光
大
を
罷
免
し
︑
陳
奇
棟
を
!
<
�
�
と
し
て
指
名
し
た
︒
そ
の
陳
奇
棟
は

執
照
が
ま
だ
H
付
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
根
據
に
︑﹁
吊
魚
嘴
塘
�
﹂
を
修
理
す
る
業
務
に
す
ぐ
に
取
り
掛
か
ら
な
か
っ
た(

81
)

︒
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
︑
�
�
の
就
任
お
よ
び
公
務
執
行
の
必
I
條
件
は
︑
國
家
を
代
表
す
る
知
縣
の
承
J
す
な
わ
ち
執
照
の
H
付
で
あ
っ
た
︒
無
論
︑
そ

の
身
分
そ
の
も
の
も
︑
知
縣
の
一
存
に
よ
り
そ
の
場
で
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
︑
�
�
制
度
の
原
點
は
朱
元
璋
の
﹁
六
諭
﹂
に
あ
る
︒
朱
元
璋
の
目
�
は
︑
自
律
�
な
社
會
を
�
成
し
た
う
え
で
專
制
荏
�
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
�
�
は
あ
く
ま
で
專
制
國
家
の
�
志
を
反
映
す
る
官
製
の
組
織
で
あ
り
︑

﹁
�
村
自
治
政
治
﹂
ま
た
は
國
家
と
社
會
の
閒
に
位
置
す
る
﹁
第
三
領
域
﹂
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
巴
縣
檔
案
に
限
っ
て
言
え
ば
︑

我
々
は
ま
だ
民
閒
に
よ
る
自
發
�
に
つ
く
ら
れ
た
�
�
の
制
度
を
確
J
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
︒
實
は
︑
�
�
を
含
む
﹁
准
官
�
﹂
の
人

た
ち
が
公
務
執
行
の
際
に
行
�
し
た
わ
ず
か
な
權
力
は
︑
あ
く
ま
で
知
縣
が
も
つ
行
政
權
の
部
分
�
Ø
長
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
�
村
自
治
﹂

も
し
く
は
﹁
第
三
領
域
﹂
に
由
來
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
行
�
の
仕
方
は
一
種
の
﹁
權
限
委
讓
﹂
の
よ
う
な
も
の
に
C
ぎ
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
言
え
ば
︑
專
制
國
家
の
權
力
が
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
權
力
に
對
し
て
も
荏
�
�
存
在
だ
っ
た
�
	
代
中
國
社
會
に
お
い
て
は
︑
�
�

を
含
む
﹁
准
官
�
﹂
が
代
表
す
る
權
力
は
︑
國
家
權
力
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
り
︑
彼
ら
は

¢
�
に
﹁
在
民
の
役
﹂
と
し
て
國
家
權
力
に
}

從
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�(1
)

『
(欽
定
)
學
政
�
書
﹄︑
卷
九
︑
*
�
事
例
︑
故
宮
i
物
院
�

﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄
(
海
口
︑
海
南
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
第
三
三

四
册
影
印
淸
嘉
慶
十
七
年
內
府
刊
本
)︑
二
五
五
頁
︒
和
田
淸
�

﹃
中
國
地
方
自
治
發
�
#
﹄
(
東
京
︑
Ú
古
書
院
︑
一
九
七
五
年
)︑

一
五
〇
頁
︒

(2
)

楊
開
"
﹃
中
國
�
�
制
度
﹄
(
鄒
�
︑
山
東
省
�
村
}
務
人
員
訓
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練
處
︑
一
九
三
七
年
)︑
自
序
︑
一
頁
︒
蕭
公
權
﹃
中
國
�
村
︱
︱

十
九
世
紀
�
Ô
國
Û
制
﹄

(臺
北
︑
聯
經
出
版
事
業
公
司
︑
二
〇
一

四
年
)︑
二
一
七
～
二
四
一
頁
︒

(3
)

佐
伯
富
﹁
淸
代
の
�
�
・
地
保
に
つ
い
て
︱
淸
代
地
方
行
政
の
一

齣
﹂︑﹃
中
國
#
硏
究
﹄
第
二

(京
都
︑
東
洋
#
硏
究
會
︑
一
九
七
一

年
)︑
三
六
二
～
三
七
八
頁
︒

(4
)

杜
贊
奇

(
P
ra
se
n
jit
D
u
a
ra
)
(王
福
�
譯
)﹃
�
�
・
權
力
與
國

家
︱
︱
一
九
〇
〇
～
一
九
四
二
年
�
華
北
農
村
﹄
(南
京
︑
江
蘇
人

民
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑
三
七
～
五
一
頁
︒

(5
)

常
円
華
﹁
�
淸
山
西
碑
刻
裡
�
�
�
﹂︑﹃
中
國
#
硏
究
﹄︑
二
〇

一
〇
年
第
三
<
︑
一
一
七
～
一
三
八
頁
︒

(6
)

段
自
成
﹃
淸
代
北
方
官
辦
�
�
硏
究
﹄
(北
京
︑
中
國
社
會
科
學

出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
二
七
一
～
二
七
五
頁
︒

(7
)

梁
勇
﹃
移
民
︑
國
家
與
地
方
權
勢
︱
︱
以
淸
代
巴
縣
爲
例
﹄
(北

京
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
四
年
)︑
一
〇
九
～
一
一
四
頁
︒

(8
)

山
本
@
﹁
淸
代
四
川
の
地
方
行
政
﹂︑﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
#
硏
究

報
吿
﹄︑
二
〇
︑
一
九
九
六
年
︑
三
二
～
五
五
頁
︒
同
﹃
淸
代
財
政

#
硏
究
﹄
(東
京
︑
Ú
古
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
)
再
錄
︑
二
三
六
～

二
六
三
頁
︒

(9
)

三
木
聰
﹁
長
關
・
斗
頭
か
ら
�
保
・
�
地
・
�
練
へ
︱
︱
福
円

山
區
に
お
け
る
淸
�
�
村
荏
�
の
確
立
C
D
﹂︑
山
本
英
#
�
﹃
傳

瓜
中
國
の
地
域
宴
﹄

(東
京
︑
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
二

年
)︑
一
二
七
～
一
六
六
頁
︒

(10
)

蒲
地
典
子
﹁
中
國
第
一
歷
#
檔
案
館
藏
﹃
順
天
府
�
宗
﹄
寶
坻
縣

檔
案
#
料
の
紹
介
を
�
ね
て
﹂︑﹃
	
代
中
國
硏
究
彙
報
﹄︑
一
七
︑

一
九
九
五
年
︑
一
～
二
三
頁
︒
同
﹁
淸
末
華
北
に
お
け
る
�
保
の
敲

詐
・
勒
索
﹂
︑﹃
	
代
中
國
硏
究
彙
報
﹄︑
一
九
︑
一
九
九
七
年
︑
一
～

二
一
頁
︒

(11
)

段
自
成
﹃
淸
代
北
方
官
辦
�
�
硏
究
﹄︑
六
八
～
一
三
二
頁
︒
叢

¹
香
�
�
﹃
	
代
冀
魯
豫
�
村
﹄
(北
京
︑
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑

一
九
九
五
年
)
︑
一
九
～
二
〇
頁
︒
李
懷
印
﹃
華
北
村
治
︱
︱
晚
淸

和
民
國
時
<
�
國
家
與
�
村
﹄
(
北
京
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
八
年
)︑

五
三
～
八
一
頁
︒
魏
光
奇
﹃
淸
代
民
國
縣
制
和
財
政
論
集
﹄
(北
京
︑

社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
)
︑
一
三
七
︑
一
四
八
～
一

七
五
頁
︒

(12
)

巴
縣
の
糧
差
と
散
役
に
つ
い
て
︑
小
野
�
哉
﹁
淸
末
巴
縣
�
村
部

の
~
稅
�
�
と
訴
訟
の
關
係
︱
︱
特
に
抬
墊
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︑

﹃
東
洋
#
硏
究
﹄
︑
第
七
四
卷
第
三
號
︑
二
〇
一
五
年
︑
特
集
號
︑
三

六
～
六
四
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(13
)

『
淸
代
乾
嘉
"
巴
縣
檔
案

�

(下
)
﹄
(
成
都
︑
四
川
大
學
出
版

社
︑
一
九
九
六
年
)︑
二
九
〇
頁
︒﹃
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
�

(
乾
隆

卷
)﹄
(
北
京
︑
檔
案
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)︑
二
〇
〇
頁
︒
(
淸
)

劉
衡
﹃
庸
�
庸
言
﹄
︑
保
甲
違
D
︑
官
箴
書
集
成
�
纂
委
員
會
�

﹃
官
箴
書
集
成
﹄
(合
肥
︑
黃
山
書
社
︑
一
九
九
七
年
︑
第
六
册
影
印

淸
同
治
七
年
崇
�
書
局
本
)
︑
二
一
四
～
二
一
九
頁
︒

(14
)

『
巴
縣
檔
案

(
同
治
�
)﹄︑
N
o
.1
4
1
︒
﹁
忠
里
九
甲
地
濶
â
繁
︑

大
小
公
事
原
�
�
�
二
名
承
辦
﹂
︒

(15
)

『巴
縣
檔
案

(
乾
隆
�
)
﹄︑
N
o
.3
7︒

(16
)

吳
佩
林
﹃
淸
代
縣
域
民
事
糾
紛
與
法
律
秩
序
考
察
﹄
(北
京
︑
中

華
書
局
︑
二
〇
一
三
年
)︑
口
繪
一
三
︑
�
�
執
照

(稿
)︑
南
部
檔
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案
︑
15−

318−

4
︑
光
緖
二
十
六
年
九
�
十
七
日
︒

(17
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄︑
N
o
.3
9︒

【乾
隆
三
十
年
十
一
�
□
日
︑
保
長
執
照
・
直
里
四
甲
︼
特
S
四

川
重
慶
府
巴
縣
正
堂
加
四
ë
紀
錄
六
!
︹
段
〕

爲
給
照
事
︒
本
年

十
�
二
十
三
日
︑
據
直
里
四
甲
李
萬
春
J
閏
保
長
�
來
︒
據
此
︑
合

行
給
照
︒
爲
此
︑
照
給
保
長
李
萬
春
收
執
︒
嗣
後
︑
凡
�
甲
內
公
事
︑

務
須
勤
辦
理
︑
協
同
�
�
催
督
糧
務
︑
不
得
遲
Ø
︒
仍
不
時
稽
査
嘓

嚕
匪
類
︑
¥
i
娼
妓
︑
私
宰
私
鑄
︑
î
敎
端
公
︑
凶
酒
打
架
︑
以
l

外
來
面
生
可
疑
之
人
︑
許
爾
密
稟
本
縣
︑
以
憑
究
治
︒
倘
爾
N
賄
隱

�
不
報
︑
或
吿
發
察
出
︑
定
行
倍
ï
︑
決
不
姑
ð
︒
如
實
力
辦
公
無

ñ
︑
定
行
奬
賞
︒
凛
º
毋
t
︒
須
至
執
照
者
︒

【乾
隆
三
十
一
年
二
�
十
七
日
︑
�
�
執
照
・
孝
里
一
甲
︼
特
S

四
川
重
慶
府
巴
縣
正
堂
加
四
ë
紀
錄
六
!
段

爲
給
︹
照
事
︺︒
本

年
正
�
二
十
七
日
︑
據
孝
里
一
甲
李
聲
Z
J
閏
�
�
�
來
︒
據
︹
此
︑

合
行
給
照
︒︺
爲
此
︑
照
給
�
�
李
聲
Z
收
執
︒
嗣
後
︑
每
ò
朔
|

之
<
︑
會
集
公
�
︹
宣
*
︺
)
諭
︑
�
�
愚
頑
︒
凡
�
甲
內
公
事
︑

協
同
保
長
︑
務
須
勤
愼
辦
理
︒︹
仍
不
時
稽
査
嘓
︺
嚕
匪
類
︑
¥
i

娼
妓
︑
私
宰
私
鑄
︑
î
敎
端
公
︑
酗
酒
打
架
︑
以
l
外
來
面
生
可
疑

︹
之
人
︑
許
爾
密
稟
︺
本
縣
︑
以
憑
拿
究
︒
毋
得
徇
]
容
隱
︑
倘
敢

賄
�
︑
一
經
査
出
︑︹
定
︺
行
重
究
︒
凛
之
︑
愼
之
︒
須
至
執
照
者
︒

(18
)

『
淸
代
乾
嘉
"
巴
縣
檔
案

�

(下
)﹄︑
三
〇
五
頁
︒

【
"
光
二
十
九
年
四
�
二
十
日
︑
�
�
執
照
︑
慈
里
七
八
甲
︼
爲

發
給
執
照
事
︒
卷
査
"
光
二
十
九
年
四
�
□
日
︑
經
�
縣
任
內
︑
案

据
慈
里
七
八
甲
紳
糧
戚
庭
獻
等
公
擧
戚
得
著
承
閏
該
處
�
�
一
案
︒

⁝
⁝
至
爾
該
甲
現
管
花
戶
□
百
□
十
名
︑
原
額
正
糧
銀
□
百
□
十
□

兩
□
錢
□
分
︒
⁝
⁝
□
勇
ó
公
︑
踊
�
催
稅
︑
⁝
⁝
︒
須
致
執
照
者
︒

(19
)

『
淸
代
乾
嘉
"
巴
縣
檔
案

�

(下
)
﹄
︑
三
〇
四
頁
︒

(20
)

『
巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄
︑
N
o
.3
5
︒

(21
)

『
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
�

(
乾
隆
卷
)
﹄︑
一
九
九
︑
二
〇
一
頁
︒

(22
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄
︑
N
o
.3
7︒
﹁
蟻
等
甲
內
先
年
議
�
︑
承

閏
�
保
︑
⁝
六
年
一
奄
︑
輪
液
承
當
﹂
︒

(23
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄
︑
N
o
.3
9
︒
﹁
凡
自
o
戶
︑
�
�
輪
液
閏

當
﹂
︒

(24
)

『
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
�

(
乾
隆
卷
)
﹄︑
一
九
五
頁
︒

(25
)

(
淸
)
藍
鼎
元
﹃
鹿
洲
初
集
﹄︑
卷
三
︑
復
õ
太
#
書
︑
沈
雲
龍
�

﹃
	
代
中
國
#
料
叢
刊
續
�
﹄
(臺
北
︑
�
海
出
版
社
�
限
公
司
︑
一

九
七
四
～
一
九
八
三
年
︑
第
四
一
輯
影
印
淸
光
緖
五
年
補
修
本
)︑

一
八
三
～
一
九
八
頁
︒

(26
)

『
巴
縣
檔
案

(
咸
豐
卷
)
﹄︑
N
o
.1
1
2︒
﹁
�
�
;
�
無
非
取
諸
地

方
︑
�
�
多
添
⁝
︑
地
方
卽
多
一
人
纍
費
﹂︒

(27
)

『
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
�

(乾
隆
卷
)﹄
︑
第
二
一
一
頁
︒
﹃
淸
代
乾
嘉

"
巴
縣
檔
案

�

(
下
)
﹄︑
二
三
七
頁
︒﹁
緣
蟻
等
甲
內
�
�
王
甫

違
收
辦
軍
需
︑
仁
恩
止
□
每
兩
收
錢
八
百
�
︒
殊
伊
不
體
恩
德
︑
每

兩
錢
糧
勒
收
錢
一
千
�
﹂︒

(28
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄
︑
N
o
.3
5
︒
﹁
立
出
J
字
人
趙
茂
連
︒
]

因
甲
內
�
郭
瑞
先
︑
均
該
�
�
︒
但
瑞
先
子
幼
年
邁
︑
無
人
□
理
︒

故
備
銅
錢
一
千
五
百
�
︑
幇
凑
趙
茂
連
承
辦
公
務
催
督
之
費
︒
倘
後

公
差
以
l
催
差
︑
一
面
�
趙
茂
連
承
値
︑
不
與
瑞
先
相
閒
︒
此
係
二

人
]
願
︑
於
中
竝
無
ö
勒
︒
日
後
簽
點
︑
一
不
得
簽
遞
瑞
先
戶
內
人

等
︒
如
茂
連
簽
遞
不
一
︑
瑞
先
執
�
赴
公
︒
恐
口
無
憑
︑
立
出
J
字
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爲
據
﹂︒

(29
)

『
(欽
定
)
學
政
�
書
﹄︑
卷
九
︑
*
�
事
例
︑
二
五
五
頁
︒﹁
⁝
⁝

公
擧
六
十
以
上
︑
業
經
吿
給
衣
頂
︑
行
履
無
C
︑
德
業
素
著
之
生
員

瓜
攝
︒
若
無
生
員
︑
卽
以
素
�
德
|
︑
六
七
十
歲
以
上
之
�
民
瓜

攝
﹂︒

(30
)

事
例
一
︑﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
�
)﹄︑
N
o
.1
4
3︒
事
例
二
と
三
︑

同
︑
N
o
.1
4
4︒
事
例
四
︑
同
︑
N
o
.1
4
5︒

(31
)

乾
隆
年
閒
に
は
︑
二
十
六
歲
�
後
で
�
�
に
就
任
し
た
�
民
が
い

た
︒﹃
巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄︑
N
o
.3
7︒

(32
)

『
淸
代
巴
縣
檔
案
匯
�

(乾
隆
卷
)﹄︑
二
〇
一
頁
︒﹃
淸
代
乾
嘉
"

巴
縣
檔
案

�

(下
)﹄︑
二
九
六
頁
︒

(33
)

『巴
縣
檔
案

(咸
豐
�
)﹄︑
N
o
.1
1
2︒

(34
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄︑
N
o
.3
7︒﹁
載
糧
五
錢
零
︑
家
"
殷
實
︑

頗
堪
辦
公
﹂︒

(35
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄︑
N
o
.4
3︒

(36
)

『巴
縣
檔
案

(乾
隆
�
)﹄︑
N
o
.3
7︒﹁
役
等
實
見
得
陽
輝
口
訥
朴

懦
︑
量
難
閏
當
�
�
︑
�
可
閏
散
役
辦
公
﹂︒

(37
)

拙
著
﹃
�
淸
時
代
の
徭
役
制
度
と
地
方
行
政
﹄
(大
阪
︑
大
阪
經

濟
法
科
大
學
出
版
部
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑
四
六
～
五
八
頁
︒

(38
)

(
淸
)
賀
長
齡
等
﹃
皇
�
經
世
�
�
﹄
(北
京
︑
中
華
書
局
︑
一
九

九
二
年
)︑
卷
七
十
四
︑
于
成
龍
﹁
愼

�
�
論
﹂︑
一
八
三
二
頁
︒

(39
)

費
孝
B
﹃
�
土
中
國
﹄
(北
京
︑
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︑

八
五
頁
︒

(40
)

『淡
怨
檔
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ZAIMINZHIYI 在民之役, THE IMAGE OF THE XIANGYUE �

IN THE BA COUNTY ARCHIVE : AN ASPECT OF STATE

CONTROL OF SOCIETY IN PRE-MODERN CHINA

WU Yue

In Qing China, the post of xiangyue 
� was appointed by state mandate as

were those of the lijia里甲 and baojia保甲. However, it differed from the lijia and

baojia, which had the character of organizations and were intended from the begin-

ning to re-organize a natural village into an administrative village, as the xiangyue

was not an administrative organization aimed at re-organizing people based on

settled framework, but a position that was mainly intended, according to its found-

ing principle, to educate the people. Yet, the xiangyue gradually changed into an

administrative organization or position in the course of its operation.

The first section of this paper elucidates a concrete image of the xiangyue by

examining the placement of the xiangyue in Ba county during the Qing era, the

duties of the xiangyue and baozheng 保正 as seen in certificates, zhizhao 執照, and

the duration of the duty tours of the xiangyue.

The second section introduces conflicts over the selection of xiangyue, espe-

cially those that grew into lawsuits, among groups of inhabitants within local society

by using archival sources, and thus analyzing an aspect of administrative lawsuits.

The third section examines the duties of the xiangyue focusing chiefly on tax

collection (and particularly contract tax payments and subsequent debt collection)

and labor levies, and thus clarifies an aspect of the xiangyue in executing a part of

the local administrative services.

In sum, the xiangyue was ultimately an official organization that reflected the

will of the despotic state, and belonged neither to village autonomy nor to the third

realm situated between state and society. The exiguous power of the xiangyue in

its execution of official duties was ultimately a partial extension of administrative

power of the county magistrate and did not originate in village autonomy or the

third realm.
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