
淸
末
巴
縣
�
村
部
の
�
稅
�
�
と
訴
訟
の
關
係

︱
︱
特
に
抬
墊
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

小

野

�

哉

は
じ
め
に

一

抬
墊
の
諸
相

(一
)
官
府
の
立
場

(二
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
關
係

二

抬
墊
を
め
ぐ
る
紛
爭

(一
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
衝
突

(一
)
︱
︱
荏
拂
い
金
額
を
め
ぐ
る
紛
爭
︱
︱

(二
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
衝
突

(二
)
︱
︱
荏
拂
い
對
象
者
を
め
ぐ
る
紛
爭
︱
︱

三

訴
訟
の
も
つ
�
味

(一
)
訴
訟
の
提
�

(二
)

稅
者
の
反
應

お
わ
り
に

は

じ

め

に

淸
代
の

稅
方
式
は
自
封
投
櫃
を
原
則
と
し
た
が
︑
そ
れ
は

稅
者
が
直
接
縣
衙
門
に
赴
き
︑
そ
こ
に
設
置
さ
れ
た
櫃
に

稅
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
現
實
に
は
�
攬

(
�
稅
�
�
・

稅
代
行
)
が
廣
鋭
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
�
稅
の
大
き
な
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部
分
が
賄
わ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
淸
末
の
巴
縣
に
お
い
て
は
そ
れ
に
加
え
て
抬
墊
と
呼
ば
れ
る

稅
方
式
が
存
在
し
︑
こ
れ
も
や
は
り
�
稅

事
業
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

抬
墊
と
は
︑
自
封
投
櫃
の

稅
�
閒
が
�
ぎ
た
た
め
に
櫃
を
撤
去
し
た
︑
つ
ま
り
は
同
時
に
�
攬
に
よ
る

稅
代
行
も
�
了
し
た
後
︑
糧

差
・
�
�
が
比
�(1

)
の
た
め
に
縣
衙
門
に
召
集
さ
れ
た
と
き
に
︑
未

の
稅
の
立
て
替
え

付
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
糧
差
・

�
�
は

稅
�
領
證
を
�
け
取
る
と
︑
直
ち
に
�
里
の

稅
者
の
許
に
向
か
い
︑
立
て
替
え
金
の
囘
收
に
當
た
っ
た
か
ら
︑
こ
れ
も
�
稅
�
�

の
一
種
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
︒
事
實
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
も
︑
抬
墊
は
�
稅
�
�
の
一
形
態
と
し
て
取
り
�
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ

た
︒從

來
︑
こ
う
し
た
抬
墊
の
現
象
に
つ
い
て
は
︑
周
永
氏(2

)
・
B
ra
d
ly
W
.
R
e
e
d
氏(3

)
・
%
玉
華
氏(4

)
の
硏
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
抬

墊
の
制
度
の
槪
'
や
糧
差
・
�
�
の
關
與
の
樣
相
が
(
ら
か
に
さ
れ
て
き
た(5

)
︒
な
か
で
も

B
.W
.
R
e
e
d
・
%
玉
華
兩
氏
の
硏
究
は
︑
巴
縣
檔

案
を
)
な
%
料
と
し
て
*
用
し
て
い
る
點
で
︑
本
稿
で
論
じ
る
內
容
と
も
共
,
す
る
事
柄
が
多
く
︑
密
接
な
關
わ
り
を
-
す
る
も
の
で
あ
る(6

)
︒

本
稿
は
こ
れ
ら
の
優
れ
た
硏
究
か
ら
.
發
を
�
け
な
が
ら
も
︑
抬
墊
の
あ
り
方
に
つ
い
て
/
面
0
な
檢
討
を
加
え
る
よ
り
は
む
し
ろ
︑
訴
訟
と

の
關
聯
と
い
う
角
度
に
1
っ
た
檢
討
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

本
稿
で
)
に
用
い
る
%
料
は
︑
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
が
︑
現
在
ま
で
に
筆
者
が
抬
墊
の
問
題
に
つ
い
て
見

る
こ
と
の
で
き
た
の
は
︑
す
べ
て
が
巴
縣
の
3
郊
農
村
を
中
心
と
す
る
︑
訴
訟
の
た
め
に
殘
さ
れ
た
一
件
書
類
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
%
料

は
數
量
の
上
で
も
︑﹁
財
經
﹂﹁
契
稅
﹂﹁
其
他
﹂
の
分
類
の
中
に
︑
八
〇
件
ほ
ど
の
案
件
を
見
出
し
た
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
%

料
上
の
制
�
の
た
め
に
課
題
も
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
本
稿
で
論
じ
る
テ
ー
マ
を
︑
抬
墊
が
な
ぜ
訴
訟
と
聯
動
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に

集
中
す
る
こ
と
に
し
た
の
も
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
訴
訟
行
爲
に
着
目
す
る
こ
と
は
︑
�
稅
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
上
の

事
業
が
如
何
に
6
行
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
上
で
︑
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

と
い
う
の
も
︑
抬
墊
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
糧
差
・
�
�
は
未

の
滯

者
か
ら
の
取
り
立
て
に
失
敗
す
る
と
︑
そ
の
立
て
替
え
金
の
囘
收
を
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求
め
て
︑
し
ば
し
ば
縣
衙
門
に
訴
訟
を
�
こ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
本
來
︑
國
家
の
業
務
と
し
て
執
行
す
べ
き
�

稅
業
務
を
︑
私
人
閒
の
債
權
囘
收
訴
訟
に
轉
7
し
て
し
ま
う
形
式
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
,
り(7

)
︑
,
常
の
訴
訟
と
同
樣
の
經
�
を
þ
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
し
か
し
︑
筆
者
の
關
心
に
卽
し
て
言
え
ば
︑
こ
う
し
た
訴
訟
が
も
と
も
と
�
稅
事
業
と
い
う
行
政
上
の
'
�

に
由
來
し
た
た
め
に
︑
そ
こ
に
獨
自
の
特
色
を
帶
び
さ
せ
た
側
面
に
こ
そ
︑
9
�
を
向
け
る
必
'
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
訴
訟
を
介
し
た
問
題
解
決
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
こ
う
し
た
課
題
に
焦
點
を
當
て
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒
以
下
︑
抬
墊

の
實
施
に
訴
訟
が
聯
動
し
て
ゆ
く
局
面
に
卽
し
て
︑
知
縣
・
糧
差
と
�
�
・

稅
者
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
を
:
求
す
る
の
と
;
せ
て
︑
そ
こ
か
ら
︑

�
稅
事
業
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
紛
爭
の
相
互
關
係
︑
さ
ら
に
は
そ
れ
が
訴
訟
と
し
て
提
�
さ
れ
る
こ
と
の
�
味
に
つ
い
て
︑
順
<
議
論
を
=
め
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る(8

)
︒

一

抬
墊
の
諸
相

(一
)
官
府
の
立
場

�
稅
�
�
は
そ
も
そ
も
淸
律
で
禁
止
さ
れ
た
不
法
行
爲
で
あ
り
︑
自
封
投
櫃
と
い
う
當
爲
に
隱
れ
た
形
で
存
在
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
︑
事

柄
の
性
質
上
︑
巴
縣
に
お
い
て
抬
墊
の
現
象
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
︑
歷
%
0
經
雲
を
þ
っ
て
(
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

四
川
省
に
お
い
て
も
例
え
ば
蘆
山
縣
の
よ
う
に
︑
康
熙
時
代
の
均
役
法
以
後
︑
里
長
が
未

の
稅
糧
を
代

し
た
後
で
利
息
と
;
せ
て
取
り
立

て
て
い
た
A
で
は
︑
抬
墊
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
し(9

)
︑
そ
の
一
方
で
邛
崍
縣
の
よ
う
に
︑
同
治
一
二
年

(一
八
七
三
)
に

な
っ
て
よ
う
や
く
︑
稅
收
不
足
を
出
さ
な
い
た
め
に
始
ま
っ
た
A
で
は
︑
抬
墊
は
む
し
ろ
怨
た
に
創
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が(10

)
︑
巴
縣

に
つ
い
て
は
地
方
志
の
中
に
︑
そ
の
よ
う
な
記
営
が
一
切
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
抬
墊
の
現
象
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
州
縣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
樣
相
を
衣
に
し
て
い
た
と
し
か
言
え
な
い
が
︑
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そ
れ
が
な
ぜ
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
方
は
却
っ
て
︑
知
縣
の
當
時
置
か
れ
て
い
た
立
場
か
ら
見
た
と
き
︑
ど
の
ケ
ー
ス
も
考
成
法
と
の

關
聯
を
離
れ
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い(11

)
︒

考
成
法
と
は
官
僚
た
ち
に
對
し
︑
案
件
ご
と
に
處
理
�
限
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
︑
�
限
內
に
そ
れ
ら
を
�
成
で
き
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
︑
議

敍

(襃
賞
)
や
議
處

(
D
戒
・
處
分
)
を
課
す
こ
と
で
︑
事
務
處
理
の
完
6
を
促
し
た
規
則
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
に
E
っ
て
知
縣
は
稅
額
の

/
額
�
收
を
義
務
附
け
ら
れ
︑
稅
收
に
不
足
を
出
し
た
場
合
に
は
︑
革
職
・
影
格
を
含
む
嚴
し
い
處
分
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(12

)
︒

も
し
抬
墊
を
,
じ
て
未

の
稅
額
を
す
べ
て
︑
糧
差
・
�
�
に
立
て
替
え
拂
い
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
︑
知
縣
は
稅
收
額
完
�
の
ノ
ル
マ

に
煩
わ
さ
れ
ず
に
︑
任
�
を
務
め
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
︒
知
縣
に
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
︑
抬
墊
の
F
入
へ
と
傾
く
誘
因
が

常
に
あ
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
︒

そ
れ
で
は
︑
知
縣
の
自
己
�
識
の
下
に
あ
っ
て
は
︑
考
成
法
と
抬
墊
の
關
聯
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
點
に

つ
い
て
は
︑
周
詢
が
民
國
時
代
に
入
っ
て
著
し
た
筆
記
﹃
蜀
海
叢
談
﹄
の
中
で
︑
淸
末
ま
で
の
四
川
省
の
典
故
・
故
事
を
囘
I
し
な
が
ら
<
の

よ
う
に
営
べ
て
い
る(13

)
︒

地
方
官
は
下
�
の
櫃
の
撤
去
時
�
に
つ
い
て
︑
�
も
斟
J
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
も
し
櫃
を
い
つ
ま
で
も
撤
去
し
な
け

れ
ば
︑
�
限
,
り
に
稅
を
�
K
す
る
の
が
困
難
と
な
り
︑
處
分
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
も
し
櫃
の
撤
去
が
早
�
ぎ
れ
ば
︑
抬
墊

さ
れ
る
者
の
數
が
增
え
て
し
ま
い
︑
そ
の
分
だ
け
糧
差
に
利
得
:
求
の
機
會
を
提
供
し
︑
民
衆
の
被
N
を
增
や
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る(14

)
︒

當
時
の
知
縣
は
︑
考
成
法
で
�
わ
さ
れ
た
�
稅
義
務
を
�
成
で
き
ず
に
處
分
に
O
う
可
能
性
と
︑
抬
墊
の
せ
い
で

稅
者
の
多
く
が
糧
差
・
�

�
か
ら
誅
求
を
�
け
る
可
能
性
と
を
︑
r
に
掛
け
て
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
と
い
う
P
識
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
自
封
投

櫃
の

稅
�
閒
を
い
つ
打
ち
切
っ
て
︑
抬
墊
に
よ
る
立
て
替
え
拂
い
に
移
る
の
か
と
い
う
時
�
の
按
�
こ
そ
︑
知
縣
が
�
も
考
慮
を
'
す
る
問

題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
知
縣
は
一
方
で
は
︑
考
成
法
で
課
さ
れ
た
稅
收
額
を
確
保
し
て
處
分
を
Q
け
る
た
め
に
も
︑
ま
ず
は
糧

差
・
�
�
が
立
て
替
え

付
し
た
金
錢
を
囘
收
で
き
る
よ
う
に
︑
荏
R
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
が
'
�
さ
れ
た
で
あ
ろ
う(15

)
︒
事
實
︑
同
治
四
年
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(一
八
六
五
)
閏
五
S
︑
巴
縣
知
縣
か
ら
各
甲
の
�
�
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
堂
諭
に
よ
れ
ば
︑

本
S
四
日
︑
堂
諭
が
各
甲
の
�
�
に
出
さ
れ
︑
甲
內
に
富
裕
者
で
抵
抗
し
て
稅
を

め
な
い
者
が
い
た
ら
︑
名
指
し
し
て
U
稟
さ
せ
る
も

の
と
し
た(16

)
︒

高
額
滯

者
を
縣
へ
訴
え
出
る
よ
う
に
︑
奬
勵
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
知
縣
は
も
う
一
方
で
は
︑
糧
差
・
�
�
が
抬

墊
の
せ
い
で
�
大
な
金
錢
の
取
り
立
て
に
走
っ
て
︑
騷
擾
を
引
き
�
こ
す
の
を
防
止
す
る
こ
と
も
'
�
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
V
記

の
,
り
︑
抬
墊
を
實
施
す
る
に
當
た
っ
て
は
︑
立
て
替
え
拂
い
を
始
め
る
時
�
の
按
�
に
︑
�
も
考
慮
が
拂
わ
れ
た
と
さ
れ
る
點
か
ら
も
(
ら

か
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
に
も
例
え
ば
︑
同
治
三
年

(一
八
六
四
)
の
訴
訟
案
件
の
中
で
︑
巴
縣
知
縣
の
批
示
に
︑

(
W
里
一
甲
�
�
の
)
張
薰
山
は
ど
う
し
て
銀
四
〇
兩
も
强
'
し
︑
初
め
て

稅
證
を
引
き
渡
す
と
い
う
の
か
︒
稟
狀
の
內
容
が
事
實
で
あ

る
な
ら
︑
[
狀
は
殊
に
憎
む
べ
き
で
あ
る(17

)
︒

W
里
一
甲
�
�
の
張
薰
山
が

稅
者
か
ら
︑
四
〇
兩
も
の
多
額
の
金
錢
を
强
�
り
取
ろ
う
と
し
た
行
爲
を
非
難
し
た
�
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
は
︑
知
縣
は
抬
墊
を
行
う
に
當
た
っ
て
︑
糧
差
・
�
�
に
よ
る
金
錢
囘
收
を
積
極
0
に
後
押
し
す
る
一
方
で
︑

取
り
立
て
の
や
り
�
ぎ
が
露
見
し
た
折
に
は
抑
え
に
囘
る
と
い
う
︑
糧
差
・
�
�
と

稅
者
雙
方
の
均
衡
を
取
ろ
う
と
す
る
]
勢
を
冀
求
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
︒
B
.W
.
R
e
e
d
・
%
玉
華
兩
氏
は
巴
縣
檔
案
の
中
か
ら
︑
知
縣
が
糧
差
に
よ
る
利
息
�
收
に
^
入
れ
し
て
い
る
ケ
ー
ス
や(18

)
︑

_
に
︑
糧
差
の
行
爲
を
不
當
と
し
て
處
罰
し
て
い
る
ケ
ー
ス(19

)
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る
が
︑
知
縣
の
側
の
P
識
と
い
う
觀
點
か
ら
ま
と
め
る

と
︑
こ
の
よ
う
に
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
<
違
以
下
に
お
い
て
︑
訴
訟
の
具
體
0
な
ケ
ー
ス
に
卽
し
て
さ
ら
に
確

P
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
抬
墊
の
現
象
は
い
つ
頃
か
ら
問
題
が
顯
在
7
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
淸
末
に
か
け
て
の
軍
事
危
機
を
背
景
に
︑

正
稅

(
稅
糧
・
地
丁
銀
と
呼
ば
れ
る
)
の
み
な
ら
ず
︑
津
貼
・
捐
輸
を
は
じ
め
と
す
る
附
加
稅
の
課
�
が
始
ま
り
︑
�
稅
總
額
が
a
增
す
る
趨
勢(20

)

の
中
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
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周
知
の
,
り
︑
淸
初
以
來
︑
四
川
省
は
稅
�
擔
の
き
わ
め
て
輕
い
省
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
︑
正
稅

(
稅
糧
・
地
丁
銀
)
額
も
四
川
省
/
體

で
年
閒
六
八
萬
兩
餘
に
�
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が(21

)
︑
乾
隆
末
年
に
は
白
蓮
敎
蜂
�
の
鎭
壓
費
と
し
て
︑
津
貼
銀
が
賦
課
さ
れ
稅
額
が
倍
加
さ
れ
た

上
に(

22
)

︑
咸
豐
末
年
に
は
太
d
天
國
軍
の
e
攻
に
對
す
る
軍
事
費
と
し
て
捐
輸
銀
が
賦
課
さ
れ
︑
こ
れ
は
少
な
い
縣
で
も
稅
糧
の
一
倍
か
ら
二
倍
︑

多
い
縣
で
は
稅
糧
の
六
倍
か
ら
七
倍
も
の
額
が
增
�
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る(23

)
︒
巴
縣
に
お
い
て
も

稅
者
は
	
,
の
ケ
ー
ス
で
︑

稅
糧
は
少
額
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
實
際
に
荏
拂
う
べ
き
稅
の
總
額
は
多
額
に
上
っ
て
お
り
︑
同
治
年
閒

(
一
八
六
二−

一
八
七
四
)
に
は
︑
そ

の

付
額
は
正
稅
・
津
貼
・
捐
輸
の
費
目
の
み
な
ら
ず
︑
夫
馬

(驛
站
經
費
)
・
三
費

(
人
命
事
件
の
檢
屍
・
犯
人
f
捕
・
護
K
經
費
を
賄
う
)
等
の

費
目
も
加
え
れ
ば
︑
實
に
正
稅
額
の
七
倍
か
ら
九
倍
に
も
�
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る(24

)
︒

こ
こ
か
ら
抬
墊
を
め
ぐ
る
紛
爭
が
顯
著
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
は
︑
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
稅
�
擔
が
輕
い
う
ち
は
︑
糧
差
・
�

�
と
滯

者
の
閒
に
諍
い
が
存
在
し
て
も
︑
あ
ま
り
目
立
た
な
い
ま
ま
で
濟
ま
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
稅
�
擔
の
重
壓
が
壓
し
掛
か
っ
て
く
る

に
つ
れ
︑
抬
墊
に
E
う
紛
爭
數
も
a
增
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
<
W
で
は
︑
こ
う
し
た
紛
爭
に
つ
い
て
檢
討
す
る
た
め
の
手
掛

か
り
と
し
て
︑
糧
差
・
�
�
や

稅
者
た
ち
の
動
き
に
目
を
轉
じ
︑
抬
墊
の
行
わ
れ
た
現
場
で
兩
者
が
如
何
な
る
關
係
に
あ
っ
た
の
か
を
探
っ

て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

(二
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
關
係

淸
代
の
縣
衙
門
に
は
衙
役
と
總
稱
さ
れ
る
︑
徭
役
の
專
業
7
し
た
下
役
が
存
在
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
う
ち
催
稅
業
務
を
)
な
仕
事
と
し
て
い

た
の
が
快
役

(快
班
・
糧
快
・
糧
班
と
も
呼
ば
れ
る
)
で
あ
り
︑
巴
縣
の
衙
役
の
種
目
の
中
で
は
特
に
規
模
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
快

役
は
領
役−

總
役−

散
役
の
各
ラ
ン
ク
に
系
瓜
附
け
ら
れ
た
上
で
︑
三
里
六
班

(西
城
里
・
居
義
里
・
懷
石
里
の
三
里
ご
と
に
︑
左
・
右
兩
班
が
あ

る
)
に
分
か
れ
輪
番
h
代
で
勤
務
し
て
い
た
が
︑
領
役
・
總
役
が
縣
衙
門
に
あ
っ
て
差
j
を
待
つ
立
場
だ
っ
た
の
に
對
し
︑
散
役
の
ほ
う
は
�

村
に
分
散
し
て
仕
事
に
當
た
っ
て
い
た(25

)
︒

― 41 ―

427



巴
縣
�
村
部
は
も
と
も
と
西
城
里
・
居
義
里
・
懷
石
里
の
三
里
か
ら
k
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
分
割
さ
れ
︑
同
治
時
代
に
は
直
里
・
正

里
・
祥
里
・
智
里
・
慈
里
・
忠
里
・
W
里
・
孝
里
・
廉
里
・
仁
里
の
十
里
が
存
在
し
た
︒
た
だ
し
︑
快
役
が
A
屬
し
た
班
は
も
と
の
三
里
の
名

稱
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
西
城
里
の
班
が
直
里
・
正
里
・
祥
里
・
智
里
・
慈
里
を
︑
居
義
里
の
班
が
忠
里
・
W
里
を
︑
懷
石
里
の
班

が
孝
里
・
廉
里
・
仁
里
を
そ
れ
ぞ
れ
分
擔
し
て
い
た
︒

こ
こ
で
言
う
糧
差
と
は
%
料
の
表
記
上
︑
催
稅
行
爲
を
擔
っ
た
快
役
た
ち
の
呼
稱
と
し
て
︑
�
も
頻
出
す
る
用
語
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
糧

差
た
ち
は
各
自
が
︑
例
え
ば
懷
石
里
糧
差
の
朱
洪
が
﹁
孝
里
/
甲
を
承
管
し
た
﹂
と
い
う
よ
う
に(26

)
︑
擔
當
地
區
が
里
一
つ

(す
な
わ
ち
一
〇
甲
)

に
跨
る
ほ
ど
廣
域
の
者
か
ら
︑
同
じ
く
懷
石
里
散
役
の
潘
玉
が
﹁
廉
里
七
甲
の
條
糧

(
稅
糧
)
を
承
管
し
た
﹂
と
い
う
よ
う
に(27

)
︑
擔
當
地
區
が

甲
一
つ
に
止
ま
る
者
ま
で
樣
々
な
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
︒
周
知
の
,
り
︑
快
班
が
o
え
p
ん
で
い
た
人
員
は
膨
大
な
數
に
上
っ
て
い
た
筈
だ
か

ら
︑
一
つ
の
甲
の
催
稅
業
務
に
對
し
︑
糧
差
た
ち
が
數
多
く
群
が
る
恰
好
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
の
�
�
と
は
︑
地
元
里
甲
の
q
民
の
中
か
ら
r
任
さ
れ
た
�
村
部
の
下
役
で
あ
り
︑
糧
差
を
荏
え
て
協
同
で
催
稅
業
務
に
當
た
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
︒
�
�
は
一
つ
の
甲
に
一
人
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
が(28

)
︑
各
甲
の
人
戶
の
多
寡
に
よ
っ
て
︑
甲
一
つ
を
�
�
二

人
か
ら
四
人
で
分
擔
す
る
ケ
ー
ス
か
ら(29

)
︑
_
に
︑
�
�
一
人
で
二
つ
あ
る
い
は
四
つ
の
甲
を
t
務
す
る
ケ
ー
ス
ま
で(30

)
︑
こ
れ
ま
た
樣
々
で
あ
っ

た(
31
)

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
ど
の
甲
の
仕
事
に
ど
れ
だ
け
の
人
手
を
必
'
と
し
た
の
か
を
表
し
た
も
の
と
言
え
る
が
︑
そ
れ
は
裏
を
u
せ
ば
︑
ど

の
甲
の
仕
事
か
ら
上
が
る
收
益
で
ど
れ
だ
け
の
者
を
養
え
る
か
と
い
う
仕
事
の
豐
富
さ
に
よ
っ
て
︑
糧
差
も
�
�
も
人
員
數
が
自
ず
と
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
を
�
味
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
抬
墊
の
現
象
か
ら
見
た
と
き
︑
糧
差
も
�
�
も
各
自
が
收
益
を
上
げ
る
手
段
と
し
て
︑
稅
糧
催
收
を
は
じ
め
す
る
公
課
�
擔
を

�
け
�
う
存
在
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い(32

)
︒
彼
ら
糧
差
・
�
�
は
仕
事
柄
︑
縣
衙
門
や
地
元
社
會
雙
方
に
廣
鋭
な
手
蔓
を
持
っ
て
い
た
か
ら
︑

抬
墊
に
E
う
金
錢
の
取
り
立
て
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
ら
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
同
治
六
年

(一
八
六
七
)
︑
W
里

九
甲
�
�
の
熊
三
泰
・
陳
治
順
は
︑
立
て
替
え

付
を
さ
せ
ら
れ
た
稅
目
が
︑
實
は
縣
衙
門
の
胥
x
の
行
っ
た
稅
糧
の
飛
灑

(
稅
の
飛
ば
し
行
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爲
)
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
)
張
し
て
︑
彼
ら
と
の
閒
で
h
涉
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
が
︑

そ
こ
で
︑
蟻
ら

(熊
三
泰
・
陳
治
順
の
自
稱
)
は
︑
立
て
替
え
拂
い
を
し
た
項
目
を
囘
收
し
よ
う
と
し
た
︒
N
せ
ら
れ
て
︑
z
書

(胥
x
)

の
王
�
亭
・
張
益
瑞
が
惡
巧
み
を
し
て
︑
グ
ル
に
な
っ
て
蟻
ら
の
□
兩
を
{
し
取
る
行
爲
に
O
っ
た
た
め
に
︑
蟻
ら
は
里
甲
總
役
の
欽
洪

の
許
に
投
じ
︑
彼
ら
を
呼
び
出
し
集
ま
っ
て
︑
|
理
を
も
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た(33

)
︒

こ
の
と
き
は
縣
衙
門
の
總
役
を
仲
裁
役
に
賴
っ
て
︑
~
停
の
場
へ
持
ち
p
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
W
里
九
甲
の
�

村
部
で
金
錢
囘
收
を
行
っ
て
い
た
際
に
は
︑
同
じ
く
こ
の
二
人
の
�
�
熊
三
泰
・
陳
治
順
は
︑
地
元
の
團
練
へ
話
を
持
ち
p
む
こ
と
で
︑
仲
裁

に
當
た
る
こ
と
を
依
賴
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

N
せ
ら
れ
て
蟻

(熊
三
泰
・
陳
治
順
の
自
稱
)
は
催
促
を
�
け
︑
�
ら
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
︑
抬
墊
し
て
銀
兩
を
荏
拂
っ
た
︒
各
戶
の


稅
證
を
審
U
す
る
︒
蟻
は
<
い
で
四
方
に
手
を
盡
く
し
て
~
査
し
︑
よ
う
や
く
各
戶
の
實
名
を
確
か
め
得
た
の
で
︑
團
練
に
投
じ
て
|

理
を
も
っ
て
'
求
し
た(34

)
︒

糧
差
・
�
�
は
金
錢
の
取
り
立
て
が
0
ら
な
い
と
︑
し
ば
し
ば
縣
に
訴
訟
を
�
こ
し
た
が
︑
そ
れ
は
糧
差
・
�
�
が
稅
の
立
て
替
え

付
を
し

て
い
る
こ
と
が
︑

稅
證
か
ら
(
證
で
き
る
事
實
だ
っ
た
か
ら
だ
し
︑
ま
た
V
記
の
,
り
︑
そ
も
そ
も
縣
衙
門
か
ら
彼
ら
へ
の
後
R
を
�
待
で

き
た
か
ら
で
も
あ
っ
た(35

)
︒
こ
う
し
た
訴
訟
の
行
爲
も
同
樣
に
︑
~
停
や
仲
裁
の
行
爲
の
�
長
線
上
に
位
置
附
け
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
訴
訟
が

糧
差
・
�
�
か
ら
�
こ
さ
れ
る
と
︑
縣
衙
門
か
ら
は
取
り
立
て
の
た
め
に
差
役
を
�
j
し
︑

稅
者
が
そ
れ
で
も
荏
拂
い
に
應
じ
な
い
と
き
に

は
︑
縣
衙
門
に
召
喚
す
る
こ
と
を
命
じ
る
と
い
う
�
�
を
︑
,
常
の
場
合
は
そ
の
後
þ
る
こ
と
に
な
っ
た(36

)
︒
こ
れ
が
も
し
私
人
閒
の
債
權
囘
收

訴
訟
な
ら
ば
︑
知
縣
は
批
示
の
中
で
︑
當
事
者
ど
う
し
h
涉
す
る
よ
う
に
促
す
だ
け
に
止
ま
り
︑
な
か
な
か
�
理
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
と

は
雲
泥
の
差
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
抬
墊
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
縣
衙
門
が
糧
差
・
�
�
の
方
を
後
押
し
し
て
い
る
の
は
︑
自
(
と
見
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ

て
︑
抬
墊
を
め
ぐ
っ
て
紛
爭
が
�
こ
っ
て
も
︑
訴
訟
を
�
こ
し
た
の
は
壓
倒
0
に
糧
差
・
�
�
の
側
で
あ
り
︑
_
に
︑

稅
者
の
方
が
訴
訟
に
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踏
み
切
る
ケ
ー
ス
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑

稅
者
の
側
も
自
己
に
正
當
性
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
は
︑
訴
訟
に
打
っ
て
出
る
こ
と
も
辭
さ
な
か
っ
た
︒
一
般
0
に
︑
�
稅

�
�
の
對
象
と
さ
れ
た
の
は
︑

稅
額
の
少
な
い
貧
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が(37

)
︑
巴
縣
檔
案
中
の
%
料
を
見
る
限
り
︑
稅
の
立

て
替
え

付
を
さ
れ
た

稅
者
の
中
に
は
思
い
の
外
︑
富
裕
者
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
點
は
9
�
を
'
す
る(38

)
︒
彼
ら
も
ま
た
權
利
が
e
N
さ
れ

た
と
考
え
た
場
合
に
は
︑
縣
衙
門
や
地
元
社
會
で
培
っ
た
關
係
性
を
自
己
利
益
の
た
め
に
活
用
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
う
し
た
場
合

に
は
︑
縣
へ
の
訴
訟
や
地
元
の
仲
裁
の
場
に
︑
問
題
を
持
ち
p
も
う
と
す
る
强
い
動
機
が
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
閒
に
紛
糾
が
�
こ
っ
た
と
き
︑
抬
墊
の
仕
組
み
の
う
ち
何
が
)
な
爭
點
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
<
違

で
は
巴
縣
檔
案
に
據
り
な
が
ら
︑
紛
爭
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
の
具
體
0
な
檢
討
に
移
り
た
い
︒

二

抬
墊
を
め
ぐ
る
紛
爭

(一
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
衝
突

(一
)
︱
︱
荏
拂
い
金
額
を
め
ぐ
る
紛
爭
︱
︱

V
記
の
,
り
︑
糧
差
・
�
�
は
そ
れ
ぞ
れ
が
擔
當
す
る
各
甲
に
つ
い
て
︑
分
擔
し
て
未

の
稅
額
を
立
て
替
え

付
さ
せ
ら
れ
て
い
た
︒
こ

う
し
た
稅
目
は
正
稅
銀

(
稅
糧
・
地
丁
銀
)
の
み
な
ら
ず
︑
捐
輸
銀
・
津
貼
銀

(と
も
に
地
丁
銀
の
附
加
稅
)
・
夫
馬
銀

(
驛
站
經
費
)
・
三
費
銀

(人
命
事
件
の
檢
屍
・
犯
人
f
捕
・
護
K
經
費
を
賄
う
費
目
)
な
ど
に
も
�
ん
だ
か
ら
︑
假
に
正
稅
自
體
は
少
額
で
あ
っ
て
も
︑
實
際
に
荏
拂
う
べ
き

稅
額
は
︑

稅
總
額
で
い
う
と
︑
正
稅
の
七
倍
か
ら
九
倍
と
い
う
多
額
に
上
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
は
稅
目
の
抬
墊
を
す
る
と
直

ち
に

稅
票
を
持
っ
て
下
�
し
︑
未

の

稅
者
か
ら
立
て
替
え
金
の
囘
收
に
當
た
っ
た
が
︑
そ
れ
が
し
ば
し
ば
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
閒

で
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
っ
て
い
た
︒

B
.W
.
R
e
e
d
氏
は
巴
縣
檔
案
の
一
件
書
類
の
中
か
ら
︑
訴
訟
沙
汰
に
�
ん
だ
爭
い
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が(39

)
︑
こ
う
し
た
抬
墊
か
ら
生
じ
た
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ト
ラ
ブ
ル
は
)
に
︑

稅
者
が
い
く
ら
金
額
を
荏
拂
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
︑
誰
が
金
額
を
荏
拂
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
二
つ
に
大
別
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
訴
訟
案
卷
の
中
で
は
︑
紛
爭
の
原
因
を
書
か
な
い
方
が
壓
倒
0
多
數
な
の
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
︑
紛
糾
を
�
成
す
る
'
素
と
し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
が
潛
在
し
て
い
た
と
︑
筆
者
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
違
で
は
巴
縣
檔
案
の
實
例
を
も
と
に
︑
以
下
︑
抬
墊
に
絡
ん
で
ど
の
よ
う
な
紛
爭
が
發
生
し
︑
訴
訟
へ
と
聯
動
し
て
い
っ
た
の
か
を
檢
討

し
て
お
き
た
い
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
糧
差
・
�
�
が

稅
者
に
對
し
︑
�
大
な
荏
拂
い
を
'
求
し
た
た
め
に
紛
爭
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
か
ら
見
て
ゆ

く
こ
と
に
し
よ
う
︒

[事
例
1
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.8
6
3﹈

禮
z
x
書

(胥
x
頭
)
の
金
煥
違
は
長
年
に
わ
た
り
︑
�
戚
の
李
王
氏
の
稅
糧
を
�
攬

(

稅
代
行
)
し
て
き
た
が
︑
同
治
六
年

(一
八
六
七
)
︑

仕
事
で
成
都
に
出
張
し
て
歸
着
が
遲
れ
て
い
る
閒
に
︑
�
�
の
陳
壽
山
に
よ
っ
て
︑
そ
の

稅
額
一
四
兩
六
錢
二
分
を
︑
抬
墊
で
立
て
替
え


付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た(40

)
︒

書

(金
煥
違
の
自
稱
)
は
直
ち
に
仲
介
人
を
立
て
て
︑

付
で
き
な
か
っ
た
事
[
を
說
(
し
︑
抬
墊
の
こ
れ
ま
で
の
慣
例
に
照
ら
し
て
︑

S
利
三
パ
ー
セ
ン
ト
分
を
上
乘
せ
し
て
荏
拂
う
こ
と
を
P
め
た
が
︑
(
�
�
の
陳
)
壽
山
は
承
知
し
な
か
っ
た
︒
周
圍
の
勸
め
に
よ
り
︑
書

は
李
王
氏
と
一
緖
に
さ
ら
に
路
費
と
し
て
五
〇
〇
〇
�
を
荏
拂
お
う
と
し
た
が
︑
一
體
ど
う
し
た
こ
と
か
︑
陳
壽
山
は
こ
れ
に
附
け
p
ん

で
欲
心
を
募
ら
せ
︑
四
〇
兩
も
の
金
額
を
强
�
し
て
き
た
の
で
あ
る(41

)
︒

始
め
金
煥
違
と
李
王
氏
は
︑
S
利
三
パ
ー
セ
ン
ト
分
を
上
乘
せ
し
た
金
額
を
拂
お
う
と
し
た
が
︑
�
�
の
陳
壽
山
に
拒
否
さ
れ
た
た
め
に
︑
路

費
錢
を
五
〇
〇
〇
�

(銀
三
兩
か
ら
四
兩
�
度
に
相
當
す
る
)
上
乘
せ
す
る
A
ま
で
讓
步
し
た
が
︑
ま
た
も
�
�
の
拒
否
に
O
い
︑
四
〇
兩
も
の

巨
額
の
荏
拂
い
を
'
求
さ
れ
た
た
め
に
︑
つ
い
に
訴
訟
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
知
縣
の
批
示
に
よ
り
巴
縣
戶
z
に
お
い
て
︑

金
煥
違
が
金
額
を
い
く
ら
荏
拂
う
べ
き
か
淸
算
が
な
さ
れ
る
と(42

)
︑
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
︑
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息
分

(八
錢
八
分
)
を
上
乘
せ
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し
た
一
五
兩
五
錢
の
u
�
が
命
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
案
件
は
�
切
れ
て
�
わ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る(43

)
︒

[事
例
2
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
5
4﹈

張
德
祥
ら
の
親
族
は
︑
縣
の
臺
帳
に
張
四
合
と
い
う
名
義
で
稅
糧
三
錢
七
分
と
土
地
登
記
し
て
い
た
が
︑
同
治
三
年

(一
八
六
五
)
︑
W
里
一

甲
�
�
の
張
薰
山
に
よ
っ
て
︑
/
部
で
三
兩
餘
り
の

稅
總
額
を
抬
墊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
彼
ら
は
當
初
そ
の
荏
拂
い
に
應
じ
る
つ
も
り
に
し

て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
�
�
の
張
薰
山
は
四
八
兩
も
の
多
額
の
荏
拂
い
を
'
求
し
︑
張
德
祥
ら
の
方
は
仲
裁
者
を
立
て
て
︑
七
兩
な
ら
拂
っ
て

も
よ
い
と
申
し
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�
�
が
�
け
取
り
を
拒
ん
だ
た
め
に
︑
こ
れ
も
ま
た
訴
訟
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

蟻
ら

(張
德
祥
ら
の
自
稱
)
は
︑
兄
弟
と
甥
が
四
つ
の
z
に
屬
し
︑
長
年
に
わ
た
り
分
居
し
て
き
た
︒
祖
先
傳
來
の
田
業
に
つ
い
て
︑
每

年

め
る
べ
き
糧
銀
三
錢
七
分
は
︑
蟻
ら
は
共
に
張
四
合
の
名
義
で
閒
�
い
な
く
上

し
て
き
た
︒
事
の
�
こ
り
は
蟻
ら
が
商
賣
で
外
出

し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
︒
今
年
八
S
に
蟻
ら
が
歸
宅
し
稅
糧
を

め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
思
い
が
け
ず
︑
�
�
の
張
薰
山
に
よ
っ
て
七

S
中
に
︑
蟻
ら
の
糧
銀
が
抬
墊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
蟻
ら
は
|
理
を
も
っ
て
說
い
た
︒
張
薰
山
は
三
兩
餘
を
抬
墊
し
た
と
稱
し
た
の

で
︑
蟻
ら
は
荏
拂
い
を
P
め
た
︒
と
こ
ろ
が
彼
は
蟻
ら
に
銀
四
八
兩
も
の
荏
拂
い
を
强
'
し
て
︑
始
め
て
蟻
ら
に

稅
證
を
u
�
す
る
と

い
う
︒
蟻
ら
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
︑
周
天
成
・
李
瑞
興
ら
に
求
め
て
︑
彼
に
銀
七
兩
を
u
�
す
る
こ
と
を
承
P
し
た
︒
張
薰
山
は
從
わ

ず
︑
な
お
も
銀
四
〇
餘
兩
を
强
'
し
續
け
︑

稅
證
を
押
さ
え
た
ま
ま
u
そ
う
と
し
な
い(44

)
︒

巴
縣
知
縣
は
批
の
中
で
︑
張
德
祥
ら
の
七
兩
の
荏
拂
い
を
承
P
し
た
上
で
︑
張
薰
山
の
行
爲
を
不
當
と
見
做
し(45

)
︑
さ
ら
に
︑
張
德
祥
ら
に
巴
縣

戶
z
へ
七
兩
を
預
け
さ
せ
︑
張
薰
山
を
呼
び
出
し
て
こ
れ
を
�
け
取
ら
せ
る
こ
と
に
も
同
�
し
て
い
る(46

)
︒
こ
こ
で
は

稅
者
の
張
德
祥
も
知
縣

も
共
に
︑
金
額
を
倍
加
し
て
荏
拂
え
ば
十
分
な
筈
と
い
う
感
覺
を
o
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
張
薰
山
の
方
は
�
領
に
應
じ
ず

に
こ
の
後
も
訴
訟
を
繰
り
u
し
︑
張
德
祥
ら
の
訴
え
を
取
り
�
す
よ
う
に
求
め
續
け
た
た
め
に
︑
結
審
を
見
な
い
ま
ま
案
件
は
そ
こ
で
�
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る(47

)
︒
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糧
差
・
�
�
が
�
里
で
立
て
替
え
金
を
囘
收
す
る
に
當
た
っ
て
は
︑
S
利
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息
を
取
る
こ
と
が
正
式
に
P
め
ら
れ
て
い
た

が(
48
)

︑
實
際
に

稅
者
が
荏
拂
い
を
'
求
さ
れ
た
金
額
が
︑
こ
の
額
內
に

ま
る
こ
と
は
到
底
あ
り
得
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
ま
ず
糧
差
・
�
�
は

大
抵
の
場
合
に
︑
錢
鋪
か
ら
借
金
し
て
抬
墊
を
し
て
い
た
の
で
︑
彼
ら
が

稅
者
か
ら
囘
收
す
る
金
額
は
︑
錢
鋪
に
u
濟
す
る
元
利
金
を
上

囘
っ
て
い
る
必
'
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る(49

)
︒
さ
ら
に
現
實
に
は
︑
未

の

稅
者
/
員
か
ら
立
て
替
え
金
を
囘
收
す
る
の
は
不
可
能
な
の
で
︑


稅
者
た
ち
か
ら
囘
收
不
能
分
も
豫
め
上
乘
せ
し
た
金
額
を
�
收
し
て
お
か
な
い
と
︑
糧
差
・
�
�
に
損
失
が
出
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
か

ら
で
も
あ
る(50

)
︒

こ
れ
ら
が
ま
と
め
て
�
復
の
路
費
を
含
む
手
數
料
p
み
で
︑
未

の

稅
者
に
�
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で

稅
者
の
側

は
︑
荏
拂
い
金
額
が
な
る
べ
く
S
利
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
に

ま
る
よ
う
に
抵
抗
し
た
り
︑
h
涉
の
場
に
持
ち
p
も
う
と
し
た
り
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
抬
墊
が
廣
鋭
に
	
�
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
自
ず
と
︑
抬
墊
で
荏
拂
う
場
合
の
金
額
の
相
場
感
が
︑
あ
る
�
度
ま
で
出

來
上
が
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
﹇
事
例
1
﹈
の
金
煥
違
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
五
〇
〇
〇
�
の
上
乘
せ
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ

る
し
︑﹇
事
例
2
﹈
の
張
德
祥
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
七
兩
と
倍
加
し
た
荏
拂
い
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
﹇
事
例
1
﹈﹇
事
例
2
﹈
と
も
に
︑
�
�
の
陳
壽
山
・
張
薰
山
は
ど
ち
ら
も
︑
四
〇
兩
を
超
え
る
巨
額
の
荏
拂
い
を
'
求
し
て
讓

ら
な
か
っ
た
︒
糧
差
・
�
�
は
豫
め
手
數
料
を
上
乘
せ
し
た
金
額
を
�
求
す
る
も
の
だ
が
︑
そ
の
と
き
に
は
錢
鋪
へ
の
u
濟
・
囘
收
不
能
分
の

補
填
の
た
め
に
︑

稅
者
の
う
ち
取
れ
そ
う
な
A
か
ら
多
額
の
金
錢
を
︑
取
れ
る
だ
け
取
ろ
う
と
す
る
誘
因
も
ま
た
働
い
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ

ら
の
ケ
ー
ス
は
ど
ち
ら
も
︑
金
煥
違
・
李
王
氏
や
張
德
祥
ら
が
富
裕
な
の
に
附
け
入
っ
て(51

)
︑
�
�
が
巨
額
の
金
錢
囘
收
を
企
て
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒
そ
れ
が
%
料
上
し
ば
し
ば
﹁
抬
墊
で
は
一
〇
倍
も
の
金
額
が
誅
求
さ
れ
た(52

)
﹂
と
言
わ
れ
る
惡
�
の
實
態
な
の
で
あ
っ
た
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑
抬
墊
で
荏
拂
う
金
額
の
相
場
感
と
い
っ
て
も
︑
糧
差
・
�
�
と

稅
者
雙
方
の
h
涉
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で

あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
は
糧
差
・
�
�
と

稅
者
閒
の
鬩
ぎ
合
い
の
焦
點
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
P
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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(二
)
糧
差
・
�
�
と

稅
者
の
衝
突

(二
)
︱
︱
荏
拂
い
對
象
者
を
め
ぐ
る
紛
爭
︱
︱

糧
差
・
�
�
が
�
里
に
お
い
て
︑
誰
を
相
手
に
立
て
替
え
金
の
荏
拂
い
を
'
求
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
︑
し
ば
し
ば
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
っ

た
が
︑
そ
れ
は
縣
の
臺
帳
に
そ
も
そ
も
不
備
が
あ
り
︑
臺
帳
上
の
記
載
と
實
際
と
の
乖
離
が
大
き
か
っ
た
の
を
背
景
と
し
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
︑

子
孫
の
代
に
な
り
旣
に
土
地
が
相
續
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
縣
の
臺
帳
に
登
記
さ
れ
た
名
義
は
父
祖
の
代
の
ま
ま
改
め
な
い
ケ
ー
ス

は
多
か
っ
た
し(53

)
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
賣
買
を
,
じ
て
︑
土
地
の
A
-
權
が
他
者
に
移
轉
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
臺
帳
上
の
名
義
は
元
の
A

-
者
の
ま
ま
改
め
な
い
で
い
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る(54

)
︒

そ
の
た
め
に
︑
糧
差
・
�
�
が

稅
證
を
手
に
し
て
い
て
も
︑
�
里
の
誰
に
荏
拂
い
を
�
求
し
た
ら
よ
い
の
か
が
極
め
て
錯
綜
し
た
問
題
と

な
っ
て
お
り(55

)
︑
い
き
お
い
糧
差
・
�
�
が
誰
彼
�
わ
ず
關
係
者
の
許
に
押
し
掛
け
て
︑
紛
爭
を
引
き
�
こ
す
ケ
ー
ス
が
跡
を
絕
た
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
<
に
本
W
で
は
︑
誰
が
立
て
替
え
金
を
荏
拂
う
の
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
紛
糾
が
生
じ
た
ケ
ー
ス
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

[事
例
3
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
6
3﹈

同
治
三
年

(一
八
六
四
)
︑
職
員
の
黃
¡
書
の
許
に
︑
直
里
一
甲
�
�
の
宋
永
興
が
抬
墊
の
金
額
を
荏
拂
わ
せ
よ
う
と
押
し
掛
け
て
き
て
騷
ぎ

を
�
こ
し
た
が
︑
そ
れ
は
黃
¡
書
か
ら
土
地
を
¢
入
し
た
方
秉
愼
が
︑
土
地
名
義
の
變
£
を
縣
衙
門
に
屆
け
出
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
︒
黃

¡
書
は
こ
れ
ま
で
も
土
地
名
義
の
變
£
を
求
め
縣
に
訴
訟
を
�
こ
し
た
り
︑
仲
介
人
を
立
て
て
方
秉
愼
を
說
得
し
よ
う
と
し
た
り
し
て
き
た
が
︑

未
だ
に
解
決
を
見
な
い
ま
ま
で
い
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�
�
の
宋
永
興
が
︑
土
地
名
義
の
變
£

(撥
册
)
と
そ
れ
に
も
と
づ
く

稅

(完

糧
)
催
促
と
い
う
務
め
を
怠
っ
て(56

)
︑
自
分
の
A
へ
�
求
に
來
た
の
に
驚
愕
し
︑
仲
介
人
の
何
增
鎰
・
現
A
-
者
の
方
秉
愼
を
;
せ
て
被
吿
と
し
︑

�
�
の
宋
永
興
を
相
手
に
訴
訟
を
�
こ
し
た
の
で
あ
っ
た(57

)

(こ
こ
で
は
︑
檔
案
の
表
紙
が
原
吿
名
を
﹁
職
員
黃
¡
書
﹂
と
し
て
い
る
の
に
從
っ
た
)
︒
知

縣
の
批
示
は
<
の
,
り
で
あ
っ
た
︒
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汝
の
田
業
を
¢
入
し
た
︒
ど
う
し
て
⁝
⁝
︒
元
の
仲
介
人
何
增
鎰
は
ど
う
し
て
隱
れ
て
務
め
を
果
た
さ
な
い
の
か
︒
⁝
⁝
�
�
の
宋
永
興

は
行
く
べ
き
A
が
な
く
︑
そ
れ
で
該
職

(
黃
¡
書
)
に
向
か
っ
て
荏
拂
い
を
催
促
し
⁝
⁝
︒
稟
狀
に
は
恐
ら
く
隱
®
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
し
ば
ら
く
差
役
を
簽
差
し
て
~
査
さ
せ
た
上
で
︑
臺
帳

(の
書
き
奄
え
)
と

稅
を
完
了
さ
せ
る
も
の
と
し
︑
も
う
一
方
で
實
[

の
,
り
に
報
吿
さ
せ
る
も
の
と
す
る
︒
も
し
こ
れ
に
從
わ
な
け
れ
ば
⁝
⁝(58

)
︒

巴
縣
知
縣
は
こ
の
批
示
の
中
で
︑
直
里
一
甲
�
�
の
宋
永
興
は
︑
誰
が
�
求
す
べ
き
相
手
な
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
に
︑
黃
¡
書
の
許

へ
荏
拂
い
の
催
促
に
押
し
掛
け
て
來
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
上
で
︑
差
役
を
�
j
し
て
~
査
に
當
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
︒
案
件
は
こ

こ
の
部
分
と
召
喚
狀
が
殘
存
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
︑
そ
の
後
ど
う
い
う
顛
末
を
þ
っ
た
か
は
不
(
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
土
地
名
義

の
變
£
と
稅
糧
の
完

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

[事
例
4
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
6
3
8﹈

同
治
八
年

(一
八
六
九
)
︑
廉
里
八
甲
糧
差
の
�
奎
は
︑
徐
二
志
の
名
義
で
臺
帳
に
登
記
さ
れ
て
い
た
︑
稅
糧
・
捐
輸
な
ど
の
稅
目
を
ま
と
め

て
抬
墊
し
︑
そ
の
子
徐
�
鍾
・
徐
µ
氏
の
兩
名
に
荏
拂
い
を
'
求
し
た
と
こ
ろ
︑
佃
戶
の
鄧
玉
順
か
ら

付
さ
せ
る
と
い
う
囘
答
を
得
た
︒
そ

こ
で
早
¦
︑
�
奎
は
鄧
玉
順
の
A
へ
催
促
に
出
向
い
た
が(59

)
︑

役

(
�
奎
の
自
稱
)
は
直
ち
に

(佃
戶
の
鄧
)
玉
順
の
許
で
︑
|
理
を
も
っ
て
問
い
合
わ
せ
た
が
︑
(
鄧
玉
順
は
)
言
を
左
右
に
し
て
聞
き
入

れ
な
い
ば
か
り
か
︑
大
膽
か
つ
凶
惡
に
も
︑
役
に
摑
み
か
か
り
地
面
に
轉
倒
さ
せ
た
の
で
あ
る(60

)
︒

し
か
し
︑
一
方
の
鄧
玉
順
と
す
れ
ば
︑
借
地
し
て
い
る
に
�
ぎ
な
い
佃
戶
が
︑

稅
を
强
い
ら
れ
る
謂
わ
れ
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

暴
力
を
振
る
っ
て
こ
れ
を
:
い
u
し
た
た
め
に
︑
廉
里
八
甲
糧
差
の
�
奎
は
縣
衙
門
へ
訴
訟
狀
の
提
出
に
�
び
︑
徐
�
鍾
・
徐
µ
氏
・
鄧
玉
順

ら
を
ま
と
め
て
被
吿
と
し
て
︑
訴
え
を
�
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
は
抬
墊
の
立
て
替
え
金
囘
收
の
對
象
が
︑
佃
戶
に
�
ぶ
ケ
ー
ス
ま

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
を
見
る
と
︑﹇
事
例
3
﹈
の
�
�
宋
永
興
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
V
の
土
地
A
-
者
で
あ
る
黃
¡
書
の
許
へ
押
し
掛
け
て
い
た

り
︑﹇
事
例
4
﹈
の
糧
差
�
奎
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
佃
戶
の
鄧
玉
順
の
許
へ
押
し
掛
け
て
い
た
り
と
︑
抬
墊
の
立
て
替
え
金
囘
收
の
現
場
で
は
︑

あ
ら
ゆ
る
關
係
者
が
金
錢
の
取
り
立
て
の
對
象
と
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
糧
差
・
�
�
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
す
れ

ば
︑
金
錢
の
囘
收
さ
え
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
︑
誰
か
ら
荏
拂
い
を
�
け
る
の
に
正
當
性
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
︑
む
し
ろ
二
の
<
と

な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
︑
金
錢
の
囘
收
が
容
易
そ
う
な
A
に
押
し
掛
け
て
ゆ
き
︑
荏
拂
い
を
强
�
し
た
面
の
あ
っ
た
こ

と
は
︑
否
定
で
き
な
い
事
實
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
れ
が
縣
臺
帳
の
不
備
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
の
缺
陷
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
︒
土
地
の
相
續
や
轉
賣
が
繰
り
u
さ
れ
て
も
︑
土

地
名
義
が
變
£
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
不
備
の
せ
い
で
︑
糧
差
・
�
�
は
勢
い
あ
ら
ゆ
る
關
係
者
の
許
に
荏
拂
い
を
求
め
︑
押
し
掛
け
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
[
狀
も
加
味
さ
れ
た
の
だ
か
ら
尙
£
で
あ
る
︒
糧
差
・
�
�
が
︑
關
係
者
の
う
ち
金
錢
の
囘
收
が
�
も
容
易
な
A
へ
押
し

掛
け
た
面
と
︑
制
度
の
不
備
か
ら
あ
ら
ゆ
る
關
係
者
の
A
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
面
と
は
︑
相
互
に
分
か
ち
難
く
結
び
附
い
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
抬
墊
に
つ
い
て
は
︑

稅
者
が
い
く
ら
金
額
を
荏
拂
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
や
︑
誰
が
金
額
を
荏
拂
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
︑

糧
差
・
�
�
に
よ
る
金
錢
の
取
れ
そ
う
な
A
な
ら
誰
で
も
︑
取
れ
る
だ
け
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
行
爲
へ
と
容
易
に
轉
7
し
た
の
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑

稅
者
の
方
も
こ
れ
に
E
う
問
題
を
︑
訴
訟
や
h
涉
の
場
へ
と
持
ち
p
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
は
︑
抬
墊
の
仕
組
み

そ
れ
自
體
に
紛
爭
を
�
こ
す
'
素
が
孕
ま
れ
て
お
り
︑
ト
ラ
ブ
ル
を
大
き
く
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
︒
<
違
で
は
い
よ
い
よ
︑

こ
う
し
た
紛
爭
が
訴
訟
へ
と
聯
動
し
て
ゆ
く
局
面
を
:
求
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒
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三

訴
訟
の
も
つ
�
味

(一
)
訴
訟
の
提
�

糧
差
は
�
里
に
下
っ
た
後
︑
�
�
と
と
も
に
未

の

稅
者
の
許
へ
金
錢
の
取
り
立
て
に
赴
く
こ
と
に
な
る
が
︑
V
記
の
,
り
︑
そ
の
金
錢

囘
收
に
當
た
る
�
�
で
は
し
ば
し
ば
︑
團
練
や
3
�
に
依
賴
し
て
~
停
の
場
に
持
ち
p
ん
だ
り
︑
縣
衙
門
へ
訴
訟
を
�
こ
し
た
り
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
こ
の
う
ち
特
に
9
�
を
'
す
る
の
は
︑
こ
う
し
て
訴
訟
を
�
こ
す
こ
と
が
︑
抬
墊
の
一
聯
の
�
�
と
關
聯
附
け
た
と
き
に
︑
如
何
な

る
�
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

抬
墊
の
た
め
に
訴
訟
が
�
こ
さ
れ
る
と
大
抵
の
場
合
︑
縣
か
ら
差
役
を
�
j
し
て
取
り
立
て
に
當
た
ら
せ
︑
も
し

稅
者
が
荏
拂
い
に
應
じ

な
け
れ
ば
︑
縣
衙
門
に
召
喚
す
る
と
の
命
令
が
發
せ
ら
れ
る
の
が
︑
	
,
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た(61

)
︒
こ
の
こ
と
は
現
實
に
金
錢
囘
收
の
上
で
も
效

果
を
上
げ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
糧
差
・
�
�
に
よ
る
訴
訟
の
提
�
と
︑
縣
衙
門
か
ら
の
差
役
の
�
j
を
繰
り
u
す
�
�

で
︑
抬
墊
の
立
て
替
え
拂
い
金
の
取
り
立
て
が
︑
着
實
に
=
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

[事
例
5
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
3
3﹈

同
治
二
年

(一
八
六
三
)
二
S
九
日
︑
仁
里
一
〇
甲
�
�
の
盧
大
瓜
は
︑
抬
墊
で
立
て
替
え
金
を

付
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
張
大
順
以

下
の
滯

者
二
〇
名
が
u
�
し
な
い
と
縣
衙
門
に
訴
訟
を
�
こ
し
た
が(62

)
︑
こ
の
と
き
巴
縣
知
縣
か
ら
︑

差
役
を
j
っ
て
召
喚
し
︑
¨
問
の
上
で
u
�
さ
せ
る
の
を
待
て(63

)
︒

と
い
う
批
示
を
獲
得
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
同
治
二
年

(一
八
六
三
)
五
S
二
〇
日
に
な
っ
て
盧
大
瓜
は
︑
な
お
荏
拂
い
に
應
じ
な
い
未

の


稅
者
を
再
度
縣
衙
門
に
訴
え
た
が(64

)
︑
こ
の
と
き
に
も
巴
縣
知
縣
か
ら
や
は
り
︑
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差
役
を
j
っ
て
催
促
し
て

付
さ
せ
る
の
を
待
て
︒
も
し
�
反
す
れ
ば
衙
門
に
聯
行
し
︑
¨
問
し
た
上
で
u
�
さ
せ
る(65

)
︒

と
の
批
示
を
獲
得
し
て
い
る
が
︑
こ
の
と
き
の
訴
訟
相
手
の
數
は
九
名
に
減
っ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
は
同
治
二
年

(一
八
六
三
)
二

S
か
ら
五
S
の
三
か
S
の
閒
に
︑
差
役
の
�
j
と
そ
れ
に
よ
る
催
促
を
,
じ
て
︑
未

の

稅
者
二
〇
名
の
う
ち
©
數
を
超
え
る
一
一
名
か
ら
︑

未
囘
收
金
の
取
り
立
て
に
成
功
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

[事
例
6
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
6
1
8﹈

こ
れ
と
同
樣
の
ケ
ー
ス
は
︑
巴
縣
檔
案
の
他
%
料
の
中
に
も
存
在
し
︑
例
え
ば
︑
<
の
よ
う
な
實
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

同
治
九
年

(一
八
七
〇
)
二
S
二
八
日
︑
正
里
四
・
八
甲
�
�
の
ª
懷
t
・
甲
差
の
楊
福
が
聯
名
で
︑
彼
ら
が
抬
墊
を
し
た
金
額
の
荏
拂
い

に
應
じ
よ
う
と
し
な
い
︑
許
正
順
・
%
仕
品
以
下
三
三
名
の
滯

者
を
縣
衙
門
へ
訴
え
出
た
が(66

)
︑

差
役
を
j
っ
て
催
促
し
て

付
さ
せ
る
の
を
待
て
︒
も
し
そ
れ
で
も
齒
向
か
っ
て
�
引
し
た
ら
︑
縣
衙
門
へ
報
吿
を
行
い
︑
さ
ら
に
喚
問

の
上
で
u
�
さ
せ
る(67

)
︒

と
の
批
示
を
得
て
︑
差
役
の
�
j
命
令
が
實
行
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
同
治
九
年

(一
八
七
〇
)
四
S
一
八
日
に

な
っ
て
︑
な
お
も
荏
拂
い
に
應
じ
な
い
滯

者
に
對
し
︑
ª
懷
t
・
楊
福
が
再
び
訴
訟
を
�
こ
し
た
と
き
に
は
︑
訴
え
た
相
手
は
二
三
人
に

な
っ
て
お
り
︑
そ
の
數
は
三
分
の
二
ま
で
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た(68

)
︒
ま
た
︑
こ
の
と
き
に
も
巴
縣
知
縣
か
ら
﹁
差
役
を
j
っ
て
召
喚
し
︑

¨
問
の
上
で
u
�
さ
せ
る
の
を
待
て

(候
簽
喚
¨
:
)
﹂
と
い
う
批
示
が
出
て
︑
立
て
替
え
金
囘
收
の
努
力
が
續
け
ら
れ
た
の
が
知
ら
れ
る
︒

以
上
︑
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
糧
差
・
�
�
が
訴
訟
を
�
こ
し
た
結
果
と
し
て
︑
滯

者
の
う
ち
三
分
の
一
な
い
し
©
數
か

ら
︑
金
錢
の
取
り
立
て
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
成
功
を
收
め
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
は
糧
差
・
�
�
が
訴
訟

に
打
っ
て
出
た
場
合
で
も
︑
そ
の
水
面
下
で
は
未

の

稅
者
と
の
閒
に
︑
h
涉
の
場
が
も
た
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
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訴
訟
と
竝
行
し
て
~
停
が
始
ま
る
の
は
	
,
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
糧
差
・
�
�
は

稅
者
と
の
h
涉
に
際
し
て
︑
差
役
が
現
地
に
�
j

さ
れ
て
き
た
の
を
�
大
限
の
壓
力
に
用
い
る
こ
と
で
︑
事
は
仲
裁
の
場
に
お
い
て
も
︑
糧
差
・
�
�
の
方
に
-
利
に
傾
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
︒
じ
っ
さ
い
﹇
事
例
5
﹈﹇
事
例
6
﹈
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
も
︑

差
役
に
し
か
と
命
じ
て
訪
ね
當
て
さ
せ
︑
張
大
順
ら

(滯

者
)
を
探
し
出
し
︑
�

(
�
�
盧
大
瓜
の
自
稱
)
の
錢
を
u
�
さ
せ
て
︑

稅

證
の
引
き
渡
し
を
し
た(69

)
︒

�

(
�
�
ª
懷
t
の
自
稱
)
は
︑
甲
差

(楊
福
)
と
協
同
で
�
里
に
出
向
き
︑
簽
票

(
差
役
の
�
j
命
令
)
を
も
と
に
催
促
を
し
た
︒
許
正

順
・
張
順
興
・
劉
爾
益
ら

(滯

者
)
は
簽
票
の
,
り
に
完

し
た(70

)
︒

訴
訟
と
そ
れ
に
E
う
差
役
の
�
j
に
實
效
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
P
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
訴
訟
を
�
こ
す
こ
と
が
︑
未

の

稅
者

と
の
h
涉
に
つ
な
が
る
契
機
と
も
な
っ
て
︑
問
題
解
決
に
向
け
て
事
態
を
動
か
す
推
=
力
と
し
て
作
用
し
た
點
に
︑
ま
ず
9
�
を
向
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
本
稿
の
よ
う
に
訴
訟
の
行
爲
を
�
稅
事
業
の
一
¬
と
捉
え
る
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
訴
訟
を
介
し
て
︑
立
て
替
え

付

金
の
囘
收
ま
で
含
め
た
業
務
が
促
=
さ
れ
て
い
た
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
は
訴
訟
の
行
爲
は
�
稅
事
業
と
一

體
7
し
︑
そ
の
業
務
6
行
の
�
�
に
內
�
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(二
)

稅
者
の
反
應


稅
者
も
無
論
の
こ
と
︑
た
だ
糧
差
・
�
�
か
ら
一
方
0
に
訴
訟
を
�
こ
さ
れ
る
だ
け
の
�
け
身
の
立
場
に
�
始
し
た
譯
で
は
な
か
っ
た
︒

彼
ら

稅
者
た
ち
が
抬
墊
の
ト
ラ
ブ
ル
に
卷
き
p
ま
れ
た
の
に
驚
愕
し
て
︑
そ
れ
を
機
に
︑
事
を
仲
裁
の
場
に
持
ち
p
も
う
と
し
た
り
︑
あ
る

い
は
縣
に
訴
訟
を
�
こ
し
て
反
訴
し
た
り
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
正
當
性
を
)
張
す
る
ケ
ー
ス
は
︑
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ

う
に
︑
彼
ら
も
自
ら
に
正
當
性
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
は
︑
訴
訟
に
打
っ
て
出
る
ケ
ー
ス
の
あ
っ
た
こ
と
は
︑
旣
に
﹇
事
例
1
﹈﹇
事
例
2
﹈

﹇
事
例
3
﹈
に
お
い
て
確
P
し
た
,
り
で
あ
る
︒
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V
W
で
は
︑
糧
差
・
�
�
が
訴
訟
を
梃
子
に
し
て
︑
抬
墊
の
立
て
替
え
金
囘
收
の
問
題
解
決
ま
で
漕
ぎ
附
け
た
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
こ
と
に

つ
い
て
見
て
き
た
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
れ
と
同
軌
の
現
象
を

稅
者
の
行
爲
の
方
に
も
P
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う
な
觀
點

か
ら
9
目
さ
れ
る
の
は
︑
抬
墊
の
現
場
で
滯

者
と
名
指
し
さ
れ
た
者
が
︑
自
分
に

稅
義
務
が
な
い
旨
を
)
張
し
た
上
で
︑
こ
れ
以
上
の
ト

ラ
ブ
ル
を
Q
け
る
た
め
に
︑
土
地
A
-
の
名
義
變
£
を
求
め
て
訴
え
を
�
こ
し
た
︑﹇
事
例
3
﹈
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
實
の
と
こ
ろ
︑

稅
者
が
抬
墊
絡
み
で
�
こ
し
た
訴
訟
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑

訴
訟
が
土
地
登
記
と
い
う
行
政
上
の
手
續
き
を
求
め
て
行
わ
れ
た
點
に
9
�
を
向
け
る
必
'
が
あ
る
︒
以
下
︑﹇
事
例
3
﹈
に
附
け
加
え
て
︑

い
く
つ
か
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

[事
例
7
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
9
2﹈

瞿
和
順
の
祖
輩
は
︑
縣
の
臺
帳
に
瞿
國
賢
と
い
う
名
義
で
︑
條
糧
一
錢
七
分
の
土
地
を
登
記
し
て
い
た
︒
|
光
年
閒

(一
八
二
一−

一
八
四

九
)
に
︑
そ
の
う
ち
條
糧
一
錢
一
分
の
土
地
を
禹
王
ç
に
喜
¯
し
た
が
︑
そ
れ
は
養
子
に
な
っ
て
家
を
出
た

(
o
出
)
叔
父
陳
興
隆
に
占
據
さ

れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒
そ
こ
で
本
來
な
ら
稅
糧
は
/
部
で
六
分
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
二
分
を
親
族
に
割
り
當
て
︑
瞿
和
順
が
四
分
を
上

す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
陳
興
隆
と
ç
の
會
衆
た
ち
が
土
地
の
名
義
變
£
を
長
年
怠
っ
て
︑
瞿
和
順
に
代

の
�
擔
を
押
し
附
け

て
き
て
い
た(71

)
︒

こ
こ
に
被
N
は
三
年
に
渡
っ
た
上
に
︑
蟻

(瞿
和
順
の
自
稱
)
が
稅
金
を
ç
の
會
衆
に
手
h
し
た
と
こ
ろ
︑
着
°
さ
れ

付
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
︒
去
年

(同
治
五
年
)
︑
甲
差
の
楊
超
が

(抬
墊
の
た
め
に
)
訴
訟
を
�
こ
し
召
喚
命
令
が
出
た
の
に
驚
愕
し
︑
ç
の
會
衆
た
ち
を

集
め
|
理
を
も
っ
て
掛
け
合
っ
た
も
の
の
︑
彼
ら
は
多
人
數
を
恃
み
に
し
て
︑
こ
れ
に
應
え
ず
に
±
け
ら
れ
て
し
ま
い
︑
埒
が
(
か
な

か
っ
た
︒
今
年

(同
治
六
年
)
ま
た
訴
訟
が
あ
り
︑
召
喚
の
纍
に
煩
わ
さ
れ
て
︑
こ
れ
ま
で
に
多
額
の
金
錢
を
費
�
さ
せ
ら
れ
て
い
る(72

)
︒

そ
こ
で
︑
瞿
和
順
の
方
か
ら
縣
衙
門
に
訴
訟
を
�
こ
し
︑
陳
興
隆
・
ç
の
會
衆
た
ち
も
一
緖
に
縣
に
召
喚
し
て
︑
土
地
名
義
の
書
き
奄
え
を
命
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じ
て
ほ
し
い
旨
を
訴
え
て
來
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
す
る
巴
縣
知
縣
の
批
示
は
︑
禹
王
ç
に
土
地
を
喜
¯
し
た
な
ら
ば
︑
何
故
そ
の
と
き
に

土
地
名
義
を
變
£
し
な
か
っ
た
の
か
疑
問
を
U
す
る
と
共
に
︑
ç
の
會
衆
と
の
h
涉
を
經
た
上
で
︑
土
地
名
義
の
變
£
と

稅
と
を
行
わ
せ
る

よ
う
に
命
じ
た
に
止
ま
っ
て
お
り
︑
彼
ら
の
召
喚
ま
で
は
不
'
と
す
る
も
の
あ
っ
た(73

)
︒

[事
例
8
：﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
O
.1
4
5
9
3﹈

李
坤
山
ら
は
陸
續
と
し
て
土
地
を
一
三
の
地
片
に
分
割
し
︑
汪
德
順
に
賣
却
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
汪
德
順
は
¢
入
後
︑
條
糧
を

付
し

な
か
っ
た
︒
李
坤
山
は
汪
德
順
の
せ
い
で
︑
長
年
に
渡
っ
て

稅
さ
せ
ら
れ
る
被
N
に
O
っ
て
お
り
︑
汪
德
順
は
そ
の
こ
と
を
慣
れ
っ
こ
に
し

て
い
た
︒
同
治
五
年

(一
八
六
六
)
︑
�
�
の
顏
恒
發
が
催
促
し
て
も
︑
汪
德
順
は

稅
に
應
じ
よ
う
と
せ
ず
︑
�
�
に
よ
り
抬
墊
を
さ
れ
て
し

ま
っ
た
︒
同
治
六
年

(一
八
六
七
)
に
な
っ
て
︑
�
�
が
催
促
し
て
も
︑
汪
德
順
は
奸
智
を
´
ら
せ
て

稅
せ
ず
︑
結
果
と
し
て
�
�
の
顏
恒

發
が
︑
臺
帳
に
あ
る
李
氏
を
被
吿
と
し
て
訴
訟
を
�
こ
し
た
た
め
に
︑
李
坤
山
が
差
役
の
�
j
を
�
け
て
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た(
74
)

︒李
坤
山
は
こ
れ
に
驚
愕
し
︑
團
練
の
~
停
の
場
に
持
ち
p
ん
で
も
埒
が
(
か
な
か
っ
た
の
で
︑
自
ら
も
縣
に
訴
訟
を
�
こ
し
︑
汪
德
順
も
縣

衙
門
に
召
喚
し
た
上
で
︑
契
紙
に
も
と
づ
い
て
土
地
名
義
の
變
£
と

稅
義
務
者
の
確
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た(75

)
︒
な
お
︑
こ
の
と
き
に
は

汪
德
順
も
一
緖
に
召
喚
す
る
よ
う
に
命
じ
る
︑
巴
縣
知
縣
の
批
示
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る(76

)
︒

こ
れ
ら
﹇
事
例
7
﹈﹇
事
例
8
﹈
は
ど
ち
ら
も
︑
關
係
者
の
話
し
合
い
の
場
に
持
ち
p
ん
で
も
︑
團
練
に
よ
る
~
停
の
場
に
持
ち
p
ん
で
も
︑

問
題
解
決
に
は
至
ら
ず
に
目
0
が
�
せ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
結
局
は
反
訴
に
ま
で
�
ん
だ
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
︒
瞿
和
順
も
李
坤
山
も
こ
こ

で
�
求
し
て
い
る
)
眼
が
︑
今
後
ト
ラ
ブ
ル
に
卷
き
p
ま
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
︑
訴
訟
を
梃
子
に
し
て
土
地
名
義
の
變
£
を
行
わ
せ
︑


稅
義
務
者
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
點
で
︑﹇
事
例
3
﹈
と
も
同
軌
の
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
も
糧
差
・
�
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�
が
訴
訟
を
介
し
て
立
替
え
金
の
囘
收
を
目
指
し
た
ケ
ー
ス
と
同
樣
に
︑
縣
の
訴
訟
の
場
へ
持
ち
p
む
こ
と
を
,
じ
て
︑
行
政
上
の
事
務
處
理

の
推
=
と
い
う
結
果(77

)
を
�
待
し
た
行
爲
な
の
で
あ
っ
た
︒

つ
ま
り
は
︑
こ
こ
で
も
訴
訟
行
爲
が
行
政
上
の
處
理
�
�
と
聯
動
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
�
稅
の
ケ
ー
ス
を
例
に
取
り
︑
本
來
な
ら
行
政

上
の
問
題
で
あ
る
事
柄
が
︑
民
事
訴
訟
と
同
樣
な
訴
訟
に
容
易
に
轉
7
し
た
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
旣
に
指
摘
が
あ
る(78

)
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は

單
な
る
民
事
上
の
權
利
囘
復
の
)
張
に
止
ま
ら
な
い
︑
行
政
事
業
の
促
=
と
い
う
�
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
は

裏
を
u
し
て
言
え
ば
︑
訴
訟
を
介
し
て
行
政
上
の
業
務
を
處
理
し
︑
問
題
解
決
を
希
求
し
た
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒

一
般
0
に
訴
訟
の
と
き
に
は
︑
稟
狀
が
訴
訟
狀
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
︒﹁
稟
﹂
と
は
�
願
の
行
爲
を
�
味
し
︑
訴
訟
狀
の
よ

う
に
被
吿
の
召
喚
を
'
�
し
な
い
︑
一
般
0
な
�
願
書
に
お
い
て
も
廣
く
*
用
さ
れ
た
�
書
樣
式
で
あ
る(79

)
︒
訴
訟
と
は
そ
の
よ
う
な
點
で
︑
冤

抑
の
狀
態
か
ら
の
救
濟
を
願
い
出
た
︑
廣
い
�
味
で
の
�
願
の
行
爲
に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
訴
訟
の
カ
バ
ー
す
る
範
圍
は
︑
民

事
上
・
𠛬
事
上
の
問
題
に
限
ら
れ
た
譯
で
は
な
か
っ
た
し
︑
も
し
そ
う
し
た
冤
抑
の
原
因
が
行
政
上
の
怠
慢
に
據
る
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

訴
訟
の
對
象
は
行
政
の
事
柄
も
含
む
も
の
と
な
っ
た
筈
な
の
で
あ
る(80

)
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
訴
訟
と
は
思
い
の
外
︑
行
政
事
務
6
行
の
面

に
�
ぶ
ま
で
︑
廣
鋭
な
範
圍
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は

稅
者
の
行
爲
に
お
い
て
も
︑
�
稅
事
業
と
訴

訟
が
一
體
7
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

お

わ

り

に

本
稿
は
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
に
殘
さ
れ
た
%
料
の
う
ち
︑
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
見
出
し
て
き
た
一
件
書
類
に
據
っ
た
た
め
に
︑
抬
墊
に
つ

い
て
は
專
ら
︑
訴
訟
と
聯
動
し
て
ゆ
く
�
�
に
焦
點
を
當
て
て
檢
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
以
下
︑
こ
れ
ま
で
の
檢
討
か
ら
得
ら
れ
た
結

果
を
ま
と
め
る
と
共
に
︑
今
後
の
課
題
を
示
し
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒

抬
墊
に
お
い
て
は
︑
糧
差
・
�
�
は
立
て
替
え
金
の
取
り
立
て
が
0
ら
な
い
と
︑
し
ば
し
ば
縣
に
訴
訟
を
�
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
し
︑
一
方
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の
滯

者
も
富
裕
な
者
が
�
外
と
多
く
目
立
つ
こ
と
が
知
ら
れ
︑
自
分
に
理
が
あ
る
場
合
に
は
や
は
り
訴
訟
に
打
っ
て
出
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
,
常
の
場
合
︑
糧
差
・
�
�
の
方
は
縣
衙
門
の
助
力
を
得
て
︑
立
て
替
え
金
の
囘
收
に
努
め
よ
う
と
す
る
行
爲
と
な
っ
て
現
れ
た
し
︑


稅
者
の
方
は
土
地
登
記
の
變
£
を
行
わ
せ
て

稅
義
務
者
を
確
定
す
る
こ
と
で
︑
金
錢
取
り
立
て
の
被
N
に
O
う
の
を
免
れ
よ
う
と
す
る
行

爲
と
な
っ
て
現
れ
た
︒
ど
ち
ら
も
訴
訟
を
梃
子
に
し
た
︑
抬
墊
に
E
う
行
政
上
の
事
柄
の
問
題
解
決
が
企
圖
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
訴
訟

の
行
爲
が
�
稅
事
業
と
一
體
7
し
︑
そ
の
�
�
の
中
に
內
�
さ
れ
る
と
い
う
側
面
の
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
�
味
で
訴
訟

の
領
域
と
は
︑
行
政
上
の
行
爲
に
�
ぶ
ま
で
廣
鋭
な
範
圍
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

本
稿
は
抬
墊
に
つ
い
て
訴
訟
と
の
關
係
に
1
っ
て
論
じ
て
き
た
が
︑
今
後
に
殘
さ
れ
た
課
題
は
な
お
多
い
︒
特
に
︑
淸
末
に
か
け
て
の
附
加

稅
の
課
�
を
契
機
と
し
た
�
稅
額
の
a
增
は
︑
そ
れ
ま
で
の
�
稅
機
�
の
あ
り
方
に
轉
奄
を
�
ら
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
中

に
あ
っ
て
︑
抬
墊
の
仕
組
み
や
そ
の
擔
い
手
も
同
樣
に
再
k
を
6
げ
た
筈
で
あ
る
︒
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
︑
ま
ず
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
巴
縣
檔
案
に
つ
い
て
も
︑
本
稿
で
見
た
同
治
2
の
み
に
止
ま
ら
ず
︑
時
代
の
範
圍
を
乾
隆
2
ま
で
�
っ

て
檢
討
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
事
實
︑
本
稿
は
國
家
財
政
の
問
題
・
基
層
社
會
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
言
�
で
き
な
か
っ
た
︒

容
易
と
は
思
わ
れ
な
い
が
︑
今
後
と
も
こ
う
し
た
課
題
に
少
し
で
も
接
3
で
き
る
よ
う
に
:
求
を
續
け
て
ゆ
き
た
い
︒

�(1
)

催
稅
義
務
の
�
成
度
の
査
定
︒
催
稅
ノ
ル
マ
の
額
と
實
際
の
�
成

額
が
比
べ
ら
れ
︑
糧
差
・
�
�
が
し
ば
し
ば
責
任
を
問
わ
れ
る
︒

(2
)

周
永
﹁
淸
代
中
後
�
田
賦
�
收
中
0
書
差
�
�
﹂
(﹃
中
國
社
會
歷

%
¶
論
﹄
第
一
三
卷
︑
二
〇
一
二
年
)︒

(3
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
﹁
淸
2
後
�
四
川
に
お
け
る
收
稅
・
催
稅
・


稅
代
行
﹂
(澤
崎
京
子
譯
︑﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
7
﹄
第
一
三
號
︑

一
九
九
八
年
)︒
B
ra
d
ly
W
.R
e
e
d
;T
a
lo
n
s
a
n
d
T
eeth
:
C
o
u
n
ty

C
lerk
s
a
n
d
R
u
n
n
ers
in
th
e
Q
in
g
D
y
n
a
sty
,
S
ta
n
fo
rd
U
n
iv
e
r-

sity
P
re
ss,
2
0
0
0
.
本
稿
で
の
引
用
は
)
に
邦
語
譯
に
據
る
︒

(4
)

%
玉
華
﹃
淸
代
州
縣
財
政
與
基
層
社
會
：
以
巴
縣
爲
個
案
0
考

察
﹄
(
經
濟
日
報
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︑
同
﹁
賦
稅
與
基
層
社
會

Ù
制
︱
以
淸
代
巴
縣
爲
個
案
0
考
察
﹂
(﹃
嘉
興
學
院
學
報
﹄
第
二
二

卷
第
二
�
︑
二
〇
一
〇
年
)
︒

(5
)

そ
の
他
に
も
︑
山
本
=
﹁
淸
代
四
川
の
地
方
行
政
﹂
(初
出
一
九
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九
六
年
︑﹃
淸
代
財
政
%
硏
究
﹄︑
Ú
古
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
に
收

錄
)︑
夫
馬
=
﹁
中
國
訴
訟
社
會
%
槪
論
﹂
(﹃
中
國
訴
訟
社
會
%
の

硏
究
﹄︑
京
都
大
學
學
Ü
出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
)
は
︑
抬
墊
を

テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
れ
に
言
�
す
る
箇
A
が
あ
る
︒

(6
)

こ
れ
ら
の
論
著
の
う
ち
本
稿
と
關
聯
す
る
部
分
は
︑
行
論
中
に
お

い
て
必
'
に
應
じ
て
言
�
す
る
︒

(7
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
五
頁
︒
夫
馬
=
V
揭
稿
︑
五
七−

五
八
頁
︒

(8
)

以
下
︑
巴
縣
檔
案
か
ら
の
引
用
は
︑
檔
案
番
號
・
姓
名
・
爲
事
・

年
S
日
で
表
記
す
る
︒
な
お
︑
本
稿
で
引
用
す
る
際
に
附
し
た
記
號

は
︑
(

)
は
筆
者
が
補
っ
た
語
句
を
︑
□
は
一
字
の
缺
字
な
い
し

Þ
讀
不
能
を
︑
⁝
⁝
は
二
字
以
上
の
缺
字
な
い
し
Þ
讀
不
能
を
表
し

て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
巴
縣
檔
案
の
引
用
中
に
﹁
⁝
⁝
﹂
と
あ
っ

て
も
︑
語
句
の
省
略
を
�
味
し
て
い
る
譯
で
は
な
い
︒

な
お
︑﹁
抬
塾
﹂
の
表
記
に
つ
い
て
は
︑
巴
縣
檔
案
で
は
例
外
な

く
﹁
抬
﹂
字
が
*
用
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
本
稿
に
お
い
て
も
本
�
・

%
料
引
用
と
も
に
正
字
は
用
い
ず
︑
俗
字
の
﹁
抬
﹂
字
を
*
用
す
る
︒

(9
)

民
國
﹃
蘆
山
縣
志
﹄
卷
三
︑
食
貨
志
︑
徭
役

(﹃
淸
代
四
川
財
政

%
料
﹄
上
册
︑
四
川
省
社
會
科
學
院
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
︑
六
二

四−

六
二
五
頁
よ
り
轉
引
)︒
按
本
邑
自
淸
康
熙
閒
遲
・
熊
二
公
均

役
後
︑
定
以
三
�
二
十
七
甲
︑
除
紳
衿
外
︑
糧
多
者
卽
爲
該
甲
里
長
︑

分
年
輪
閏
催
收
條
糧
︒
印
每
甲
設
甲
差
一
人
以
輔
助
之
︒
其
收
法
︑

分
上
下
兩
季
︑
名
曰
上
忙
・
下
忙
︒
上
忙
繳
©
數
︑
限
五
S
完
淸
︒

下
忙
繳
©
數
︑
限
十
S
完
淸
︒
如
-
蔕
欠
︑
由
里
長
�
債
抬
墊
︑
由

花
戶
分
P
利
息
︑
名
曰
幇
頭
︑
仍
以
斗
升
攤
算
照
幇
︒
A
�
田
賦
瓜

由
戶
屋
z
典
x
親
解
藩
庫
︑
年
淸
年
款
︒

(10
)

民
國
﹃
邛
崍
縣
志
﹄
卷
四
︑
賦
稅
志
︑
田
賦
考

(﹃
淸
代
四
川
財

政
%
料
﹄
上
册
︑
四
川
省
社
會
科
學
院
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
︑
六

二
四
頁
よ
り
轉
引
)
︒
糧
稅
向
-
尾
欠
︑
各
處
皆
然
︒
邛
州
自
同
治

十
二
年
︑
州
牧
霍
爲
棻
査
悉
各
項
公
田
�
學
田
共
糧
一
百
兩
︑
應
免

津
捐
︑
只

正
à
銀
一
百
一
兩
五
錢
︒
此
外
︑
尙
-
水
冲
砂
壓
á
â

無
著
之
糧
︑
亦
-
民
閒
疲
玩
滯

之
戶
︑
因
飭
三
里
甲
差
︑
限
于
年

內
︑
趕
催
ä
解
︒
每
催
百
兩
︑
准
其
抬
墊
四
兩
五
錢
︑
只

正
à
一

兩
一
錢
五
分
︑
不
上
津
捐
兩
款
︒
於
是
抬
糧
之
說
興
︑
而
甲
差
獲
利

頗
厚
︒

(11
)

周
永
V
揭
稿
︑
一
四−

一
六
頁
︑
%
玉
華
V
揭
稿
︑
一
四
一
頁
が

こ
の
點
を
特
に
强
~
し
て
い
る
︒

(12
)

考
成
法
シ
ス
テ
ム

(
淸
代
)
に
つ
い
て
は
︑
Jo
h
n
R
.
W
a
tt
;

T
h
e
D
istrict
M
a
g
istra
te
in
L
a
te
Im
p
eria
l
C
h
in
a
,
C
o
lu
m
b
ia

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
7
2
.
車
惠
媛
﹁
淸
代
의

행
정
개
혁
과

淸
官

論
의

잔
개
﹂
(﹃
歷
%
學
報
﹄
第
一
七
二
輯
︑
二
〇
〇
一
年
)
お
よ

び
拙
稿
﹁
淸
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
變
7

︱
︱
考
成
と
大

計
を
中
心
に
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
%
林
﹄
第
八
五
卷
第
六
號
︑
二
〇
〇

二
年
)
を
參
照
︒

(13
)

周
詢
は
淸
末
に
四
川
省
の
知
縣
職
・
知
州
職
を
務
め
た
經
歷
を
-

し
て
い
る
︒

(14
)

『
蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
故
地
方
官
對
ó
下
忙
撤
櫃
之

�
︑
�
宜
斟
J
︒
蓋
到
�
如
不
撤
櫃
︑
自
難
依
限
解
司
︑
不
免
應
�

處
分
︒
然
若
撤
櫃
�
早
︑
則
被
抬
墊
者
多
︑
印
徒
供
糧
差
之
利
用
而

多
貽
民
纍
矣
︒
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(15
)

知
縣
が
槪
し
て
糧
差
の
行
爲
を
荏
持
し
が
ち
で
あ
っ
た
點
は
︑

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
三
〇
〇−

三
〇
一
頁
に
旣
に
指
摘
が
あ

る
︒

(16
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
7
3︑
⁝
⁝
爲
抗
糧
不

稟
懇

作
)
事
︑
同
治
四
年
閏
五
S
二
〇
日
︒
[
︑
本
S
初
四
日
︑
沐
恩
堂

諭
各
甲
�
�
︑
凡
甲
內
-
大
糧
戶
藐
抗
不

者
︑
指
名
U
稟
︒

(17
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
5
4︑
W
里
一
甲
民
張
德
祥
・

張
德
□
・
張
德
興
・
姪
張
先
榮
⁝
⁝
勒
索
懇
飭
領
繳
事
︑
同
治
三
年

一
〇
S
二
七
日
︒
張
薰
山
何
致
勒
索
銀
四
十
兩
︑
始
允
揭
票
︒
A
稟

如
果
屬
眞
︑
[
殊
可
惡
︒

(18
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
三
〇
〇−

三
〇
一
頁
︒
R
e
e
d
;
o
p
.

c
it.,
p
.1
8
4
.
%
V
揭
稿
一
四
一
頁
︒

(19
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
二
九
六−
二
九
九
頁
︒
R
e
e
d
;
o
p
.c
it.,

p
p
.1
8
5
-
1
8
7
.

(20
)

淸
末
四
川
省
の
附
加
稅
の
增
大
傾
向
に
つ
い
て
は
︑
山
本
=
﹁
淸

代
後
�
四
川
に
お
け
る
財
政
改
革
と
公
局
﹂
四
四−
五
〇
頁

(初
出

一
九
九
四
年
︑
山
本
=
V
揭
書
に
收
錄
)︑
リ
ー
ド
V
揭
稿
二
八
八−

二
九
〇
頁
を
參
照
︒

(21
)

『蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
淸
時
川
省
田
賦
︑
j
地
丁
一

項
爲
正
供
︒
然
科
則
極
輕
︒
以
/
省
一
百
四
十
餘
廳
州
縣
︑
共
-
四

十
萬
三
千
餘
方
里
︑
合
華
里
一
百
二
十
一
萬
六
千
餘
方
里
︒
占
/
國

面
積
百
分
之
三
十
五
之
幅
員
︑
年
n
共
�
丁
糧
銀
六
十
八
萬
餘
兩

(
÷
-
閏
之
年
加
六
萬
兩
)︑
其
輕
于
他
省
可
知
︒

(22
)

『蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
乾
隆
末
年
︑
白
蓮
敎
�
︑
餉

糈
無
出
︒
部
議
由
川
省
按
地
丁
照
加
一
倍
完

︑
以
供
荏
用
︑
名
曰

津
貼
︒

(23
)

『蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
咸
豐
末
年
︑
川
省
兵
亂
日
亟
︒

各
廳
州
縣
士
紳
︑
爲
謀
自
衞
計
︑
相
與
擧
辧
團
練
︑
以
ù
防
x
︒
其

款
則
由
-
業
之
家
按
地
丁
底
數
加
�
︒
惟
各
邑
[
形
不
同
︑
其
照
地

丁
加
�
︑
少
者
一
二
倍
︑
多
或
六
七
倍
︑
名
曰
捐
輸
︒

(24
)

後
出
の
﹇
事
例
1
﹈﹇
事
例
2
﹈
に
擧
げ
ら
れ
た
正
稅
額
と
實
際

の

稅
額
の
差
か
ら
︑
こ
の
よ
う
に
Þ
斷
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(25
)

以
上
︑
李
榮
忠
﹁
淸
代
巴
縣
衙
門
書
x
與
差
役
﹂
(﹃
歷
%
檔
案
﹄

一
九
八
九
年
第
一
�
︑
一
九
八
九
年
)
に
據
る
︒
巴
縣
檔
案
を
用
い

た
衙
役
の
硏
究
と
し
て
は
︑
李
氏
右
記
稿
︑
山
本
=
V
揭
|
(5
)稿
︑

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
R
e
e
d
;
o
p
.
c
it.
%
玉
華
V
揭
書
を
參

照
︒

(26
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
6
9︑
懷
石
里
糧
差
朱
洪
爲
ú

抬
{
纍
�
叩
喚
:
事
︑
同
治
四
年
二
S
六
日
︒
役
承
管
孝
里
/
甲
︒

(27
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
0
5︑
懷
里
散
役
潘
玉
爲
稟
(

事
︑
同
治
六
年
六
S
一
〇
日
︒
役
承
管
廉
里
七
甲
條
糧
︒

(28
)

山
本
=
V
揭
|
(
5
)稿
︑
二
四
〇
頁
︒
た
だ
し
︑
氏
は
一
つ
の
甲

に
二
名
か
ら
五
名
と
複
數
人
の
�
�
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
の
あ
る
こ

と
も
附
表
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
︒

(29
)

凌
û
﹁
照
市

租
︱
︱
淸
代
巴
縣
地
方
の
田
租
減
免
慣
ü
に
つ

い
て
︱
︱
﹂
(京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
A
﹁
3
現
代
中
國
に
お
け

る
社
會
經
濟
制
度
の
再
k
﹂
硏
究
班
口
頭
報
吿
︑
二
〇
一
五
年
)
︑

伍
ý
﹁﹃
在
民
の
役
﹄
：
巴
縣
檔
案
に
見
え
る
�
�
宴

︱
︱
V
3
代

中
國
の
國
家
に
よ
る
社
會
荏
�
の
一
側
面
︱
︱
﹂
(本
誌
︑
二
〇
一

五
年
)︒
伍
ý
氏
は
�
�
の
�
置
が
現
地
の
甲
の
事
[
に
合
わ
せ
て
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柔
軟
に
行
わ
れ
た
點
を
特
に
强
~
し
て
い
る
︒

(30
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
1
8︑
正
里
四
八
甲
�
�
ª
懷

þ
・
甲
差
楊
福
爲
藐
抗
墊
懸
懇
喚
究
:
事
︑
同
治
九
年
四
S
一
八
日
︒

﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
9
3︑
正
里
九
十
甲
�
�
顏
恒
發

爲
抬
墊
無
着
稟
懇
究
:
事
︑
同
治
六
年
二
S
二
八
日
︒﹃
巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
1
8︑
(正
里
)
九
十

(
祥
里
)
九
十
各
甲

(
�

�
)
周
玉
山
爲
抬
墊
抗
�
叩
賞
喚
:
事
︑
同
治
八
年
一
〇
S
六
日
︒

(31
)

巴
縣
檔
案
を
用
い
た
�
�
の
硏
究
と
し
て
は
︑
山
本
=
V
揭
|

(5
)稿
︑
%
玉
華
V
揭
書
︑
%
玉
華
V
揭
稿
︑
陳
亞
d
﹁
淸
代
巴
縣

0
�
保
・
客
長
與
﹃
第
三
領
域
』
︱
︱
基
于
巴
縣
檔
案
%
料
0
考
察

︱
︱
﹂
(﹃
中
西
法
律
傳
瓜
﹄
第
七
卷
︑
二
〇
〇
九
年
)
を
參
照
︒
な

お
︑
本
誌
揭
載
の
伍
ý
氏
の
論
稿
が
�
怨
の
硏
究
で
あ
る
︒

(32
)

筆
者
の
こ
う
し
た
理
解
は
︑
P
ra
se
n
sit
D
u
a
ra
;C
u
ltu
re,
P
o
w
er,

a
n
d
th
e
S
ta
te
:
R
u
ra
l
N
o
rth
C
h
in
a
,
1
9
0
0
-
1
9
4
2
,
S
ta
n
fo
rd

U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
8
8
.
王
福
(
譯
﹃
�
7
・
權
力
與
國
家
：
一

九
〇
〇−

一
九
四
二
年
0
華
北
農
村
﹄
(江
蘇
人
民
出
版
社
︑
二
〇

〇
八
年
)
が
�
�
を
︑
官
府
と
�
里
を
つ
な
ぐ
仲
介
者
と
見
な
し
た

見
解
に
3
い
︒

(33
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
9
5︑
W
里
九
甲
熊
三
泰
・
陳

治
順
爲
稟
懇
作
)
事
︑
同
治
六
年
五
S
一
二
日
︒
�
蟻
等
算
收
墊
項
︒

N
O
z
書
王
�
亭
�
張
益
瑞
舞
�
�
{
蟻
等
□
兩
︑
蟻
投
里
甲
總
役

欽
洪
︑
邀
集
理
剖
︒

(34
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
9
5︑
�
�
熊
三
泰
・
陳
治
順

爲
抗
糧
不

{
墊
叩
究
事
︑
同
治
六
年
三
S
八
日
︒
N
蟻
被
催
︑
�

�
無
奈
︑
抬
銀
墊
上
︑
各
戶

票
審
U
︒
蟻
續
四
處
淸
査
︑
始
將
各

名
訪
確
︑
投
團
理
討
︒

(35
)

同
V
|
(
15
)︒

(36
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
五−

二
九
六
頁
︑
夫
馬
=
V
揭

稿
︑
五
八
頁
︒

(37
)

周
永
V
揭
稿
參
照
︒
こ
こ
で
は
自
封
投
櫃
と
は
︑
富
裕
者

(高
額


稅
者
)
の
み
に
許
さ
れ
た
﹁
特
權
﹂
で
あ
り

(四
頁
)︑
こ
れ
に

對
し

稅
者
の
多
く
は
︑
�
復
の
路
費
・
衙
門
と
の
h
涉
費
な
ど
を

賄
う
餘
裕
が
な
い
た
め
に
︑
�
攬

(
�
稅
�
�
)
に
委
ね
ら
れ
て
い

た

(
三
頁
)
と
す
る
指
摘
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
︒

(38
)

巴
縣
檔
案
の
中
で
も
︑
滯

者
の
行
爲
が
﹁
富
を
恃
み
批
示
を
�

に
す
る

(
恃
富
藐
批
)
﹂﹁
富
を
恃
み
侮
り
抵
抗
す
る

(恃
富
藐
抗
)﹂

等
と
表
現
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

(
後
出
の
﹇
事
例
1
﹈
)
︒

(39
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
六−

三
〇
一
頁
︒
R
e
e
d
;
o
p
.

c
it.,
p
p
.1
8
4
-
1
8
7
.

(40
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)
﹄
N
o
.8
6
3
︑
禮
z
x
書
金
煥
違
爲
繳
懇

免
患
事
︑
同
治
六
年
六
S
二
八
日
︒
書
�
戚
李
王
氏
︑
孀
居
子
幼
︑

歷
年
托
書
代
完
條
糧
︒
今
四
S
︑
書
因
申
解
帖
課
・
竝
�
訪
・
�
錦

江
書
院
生
息
赴
省
︑
只
冀
五
S
初
閒
卽
歸
上

︑
旋
因
在
省
守
候
各

項
廽
批
躭
�
︑
于
五
S
二
十
八
日
u
渝
投
z
︑
淸
査
册
�
︑
書
本
已

竝
李
王
氏
應

W
里
各
甲
條
糧
/
數
︑
共
計
貮
兩
壹
錢
︑
悉
被
甲
�

陳
壽
山
墊
ä
囘
�
︒

(41
)

同
右
︒
書
卽
托
人
向
伊
言
(
�

[
由
︑
P
照
向
年
甲
�
抬
糧
老

例
︑
除
應

正
數
外
︑
每
糧
按
S
幇
給
息
銀
參
分
︑
壽
山
不
允
︒
旁

勸
書
同
李
王
氏
再
給
路
貲
錢
五
千
︒
殊
伊
藉
搕
心
堅
︑
勒
'
銀
四
十

兩
不
少
︒

― 60 ―

446



(42
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.8
6
3︑
戶
書
�
嘉
言
爲
ú
批
査
算

據
實
稟
�
事
︑
同
治
六
年
七
S
二
八
日
︒
沐
批
︑
着
戶
z
査
算
代


糧
銀
應
�
若
干
︑
秉
公
具
�
核
奪
︒
書
ú
査
煥
違
代

李
王
氏
各
戶

口
正
糧
︑
共
貮
兩
壹
錢
︑
算
該
上

津
貼
銀
貮
兩
肆
錢
貮
分
・
捐
輸

銀
陸
兩
玖
錢
參
分
・
夫
馬
銀
貮
兩
壹
錢
・
地
丁
銀
參
兩
壹
錢
柒
分
︑

共
該
銀
拾
肆
兩
陸
錢
貮
分
︒
印
照
向
違
每
兩
S
息
參
分
︑
合
算
計
兩

個
S
應
該
利
銀
︑
捌
錢
捌
分
︒
連
本
利
︑
共
銀
拾
伍
兩
伍
錢
︒

(43
)

同
右
︒
據
稟
已
悉
︑
卽
令
金
煥
違
照
算
繳
�
︑
以
淸
帳
項
︒

(44
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
5
4︑
W
里
一
甲
民
張
德
祥
・

張
德
□
・
張
德
興
・
姪
張
先
榮
⁝
⁝
勒
索
懇
飭
領
繳
事
︑
同
治
三
年

一
〇
S
二
七
日
︒
蟻
等
弟
兄
與
姪
係
屬
四
z
︑
分
居
多
年
︒
祖
�
�

業
︑
每
年
應
上
糧
銀
三
錢
七
分
︑
蟻
等
共
以
張
四
合
册
名
上

無
衣
︒

事
因
蟻
等
在
外
小
貿
︑
今
八
S
蟻
等
歸
家
上
糧
︑
不
料
︑
�
�
張
薰

山
於
七
S
內
︑
將
蟻
等
糧
銀
抬
上
︒
蟻
等
淸
理
︒
薰
山
稱
伊
抬
上
銀

三
兩
餘
︒
蟻
等
允
給
︒
伊
尤
'
蟻
等
給
銀
四
十
八
兩
︑
始
肯
�
蟻
糧

票
︒
蟻
等
無
奈
︑
央
周
天
成
・
李
瑞
興
等
︑
P
�
伊
銀
七
兩
︒
薰
山

不
依
︑
仍
勒
'
銀
四
十
餘
兩
︑
掯
票
不
給
︒

(45
)

同
V
|
(17
)︒

(46
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
5
4︑
⁝
⁝
張
德
祥
・
張
德
山
・

張
德
⁝
⁝
省
纍
事
︑
⁝
⁝
二
四
日
︒
繳
到
銀
兩
︑
着
暫
存
z
︑
候
傳

張
薰
山
來
案
具
領
︑
揭
�
糧
票
完
事
︒
至
張
薰
山
稟
爾
之
案
︑
仍
俟

飭
z
査
銷
︑
可
也
︒

(47
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
5
4︑
�
�
張
薰
山
爲
藐
塌
�

票
懇
撤
喚
¨
事
︑
同
治
四
年
⁝
⁝
一
八
日
︒

(48
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
六
頁
︒

(49
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
五
頁
︑
周
永
V
揭
稿
︑
九
頁
︒

四
川
省
に
お
い
て
當
時
︑
典
當
商
か
ら
貸
借
し
た
場
合
の
利
子
�
は

三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た

(﹃
~
査
川
省
民
事
ü
慣
第
一
<
報
吿
書
﹄

第
四
違
︑
抵
押
權
關
係
)︒

(50
)

周
永
V
揭
稿
︑
一
四
頁
に
よ
れ
ば
︑
縣
の
臺
帳
に
土
地
登
記
さ
れ

て
い
る
の
に
︑
A
-
者
が
�
電
し
た
た
め
に
�
收
が
不
可
能
に
な
っ

た
︑
正
稅

(濫
糧
)
お
よ
び
津
貼
・
捐
輸
分
の
荏
拂
い
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
と
す
る
︒

『蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
印
各
邑
皆
-
濫
糧
︑
多
者
百

餘
兩
︑
少
亦
數
十
兩
︒
濫
糧
者
︑
卽
是
-
糧
無
田
之
人
︑
á
â
不
知

A
之
︑
其
應
完
之
銀
︑
無
從
:
催
者
︒
再
加
其
應
完
之
津
捐
︑
合
計

亦
數
百
兩
︒
悉
由
糧
差
賠
繳
︒

(51
)

稅
糧
だ
け
で
一
兩
を
超
え
る
李
王
氏
は
富
裕
者
と
言
え
る
し
︑
張

德
祥
も
�
�
の
張
薰
山
の
稟
狀
の
中
に
富
裕
で
あ
る
と

(恃
富
藐

批
)
書
か
れ
て
い
る
︒

(52
)

『蜀
海
叢
談
﹄
制
度
類
上
︑
田
賦
︒
謂
之
抬
墊
︒
以
後
糧
差
則
向

本
戶
加
數
倍
索
�
︒
-
墊
銀
一
兩
︑
�
至
十
兩
者
︒

(53
)

B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
︑
二
九
二−

二
九
三
頁
︒

(54
)

同
右
︒

(55
)

同
右
︒

(56
)

�
�
の
仕
事
の
一
つ
に
︑
縣
衙
門
へ
の
土
地
賣
買
の
屆
け
出
と
契

稅
の

付
を
促
す
こ
と
が
あ
る
︒
%
玉
華
V
揭
稿
︑
一
四
二−

一
四

四
頁
を
參
照
︒

(57
)

『巴
縣
檔
案

(
同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
6
3
︑
⁝
⁝
升
爲
□
勢
抬
糧
飭

催
省
纍
事
︑
同
治
三
年
冬
S
一
二
日
︒
職
於
本
年
四
⁝
⁝
方
秉
愼
名
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下
︑
載
糧
壹
兩
肆
錢
玖
分
陸
釐
玖
毫
︑
係
在
直
⁝
⁝
黃
緖
戶
口
內
撥

出
糧
銀
陸
錢
玖
分
︑
廉
里
九
甲
黃
紹
亭
戶
口
撥
出
糧
壹
錢
零
陸
釐
肆

毫
︑
智
里
三
甲
黃
¡
書
戶
口
內
撥
出
柒
錢
零
零
玖
毫
︒
殊
方
秉
愼
恃

勢
︑
抗
不
撥
册
完
糧
︒
職
V
具
稟
︒
批
︑
着
原
中
理
令
撥
糧
息
訟
︒

職
ú
卽
疊
向
原
中
何
增
鎰
理
說
︑
�
不
謀
面
︑
置
若
罔
聞
︒
今
突
-

直
里
一
甲
�
�
宋
永
興
來
家
囂
隳
︑
突
任
�
辱
淩
︒
職
聞
不
�
駭
衣
︒

(中
略
)
是
�
�
旣
不
力
催
撥
册
完
糧
︑
徒
向
無
產
家
︑
恣
行
肆
閙
︒

[
實
難
甘
︑
理
合
縷
陳
︑
懇
�
嚴
D
�
�
・
原
中
︑
勒
赴
方
秉
愼
力

催
︑
以
省
職
纍
︒

(58
)

同
右
︒
⁝
⁝
買
爾
業
︑
因
何
⁝
⁝
該
原
中
何
增
鎰
︑
何
以
�
不
管

理
︑
⁝
⁝
�
宋
永
興
無
A
 
從
︑
仍
向
該
職
催

⁝
⁝
稟
︑
恐
-
隱

[
︑
姑
候
簽
差
査
(
︑
飭
令
⁝
⁝
册
完
糧
息
事
︒
一
面
據
實
稟
�
︑

詞
不
ú
⁝
⁝
;
飭
︒

(59
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
3
8︑
廉
八
甲
催
差
�
奎
爲
抗


N
墊
叩
喚
究
:
事
︑
同
治
八
年
七
S
六
日
︒
印
徐
二
志
名
下
應


本
年
正
糧
銀
四
錢
二
分
外
︑
-
捐
輸
等
項
︑
V
任
金
)
示
�
/
完
ä

數
︑
比
:
抬
墊
︑
代

ä
數
︒
各
票
審
U
︒
今
役
執
票
�
二
志
家
收

討
︒
伊
子
徐
�
鍾
・
<
媳
徐
µ
氏
催
伊
佃
戶
鄧
玉
順
完

︒

(60
)

同
右
︒
役
卽
至
玉
順
處
理
問
︑
荏
吾
不
倸
︑
膽
敢
"
兇
︑
將
役
杻

跌
臥
地
︒

(61
)

同
V
|
(36
)︒

(62
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
3
3︑
(仁
里
)
十
甲
�
�
盧

(大
瓜
)
爲
挪
墊
無
着
稟
懇
査
喚
事
︑
同
治
二
年
二
S
九
日
︒
-
花

戶
張
大
順
等
︑
抗
糧
不

︒
糧
差
�
�
均
素
不
知
大
順
等
q
址
︑
以

致
無
從
催
科
︑
�
待
ä
數
之
�
︑
仍
渺
無
着
︒
�
�
無
奈
︑
挪
銀
墊

抬
︑
各
戶
糧
票
審
U
︒

な
お
︑
訴
訟
狀
で
被
吿
に
名
を
列
ね
て
い
る
滯

者
は
以
下
の
,

り
︒
被
稟
︑
張
大
順
・
冉
興
發
・
胡
占
元
・
徐
大
貴
・
張
世
福
・
陳

于
祿
・
劉
勤
先
・
黃
殿
安
・
張
尙
林
・
陳
世
元
・
鄒
東
山
・
張
天

德
・
余
永
福
・
陳
世
育
・
王
三
才
・
劉
伯
先
・
陳
世
榮
・
劉
國
補
・

魏
倫
立
・
楊
鈴
︒

(63
)

同
右
︒
候
簽
喚
¨
:
︒

(64
)

『
巴
縣
檔
案

(
同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
3
3
︑
仁
里
十
甲
�
�
盧
大
瓜

⁝
⁝
錄
叩
喚
究
事
︑
同
治
二
年
五
S
二
〇
日
︒
餘
糧
戶
仍
復
置
若
罔

聞
︒
張
)
卸
篆
簽
銷
︑
顯
係
伊
等
居
心
藐
抗
︒
挪
墊
之
銀
︑
帳
)
催

討
無
措
︒
今
沐
仁
恩
榮
任
︑
�
不
得
已
︑
稟
懇
摘
喚
︑
¨
究
:
�
︑

深
沾
︒

こ
の
と
き
滯

者
と
し
て
被
吿
に
名
を
列
ね
た
者
は
以
下
の
,
り
︒

被
稟
︑
劉
勤
先
・
楊
鈐
・
張
天
德
・
陳
世
元
・
陳
世
榮
・
黃
殿
安
・

鄒
東
山
・
王
三
才
・
魏
立
德
︒
な
お
︑
訴
狀
に
は
�
記
が
多
い
し
︑

人
名
も
衣
稱
で
し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
の
で
︑
|
(
62
)の
楊
鈴
・
魏
倫

立
は
︑
|
(63
)
の
楊
鈐
・
魏
立
德
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
お

く
︒

(65
)

同
右
︒
候
簽
差
催
繳
︒
如
�
︑
帶
案
¨
:
︒

(66
)

『
巴
縣
檔
案

(
同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
6
1
8
︑
正
里
�
�
ª
懷
þ
・
甲

差
楊
福
爲
墊

虛
懸
懇
喚
究
:
事
︑
同
治
九
年
二
S
二
八
日
︒
因
甲

內
糧
戶
許
正
順
・
%
仕
品
等
屢
<
抗
糧
不

︑
N
�
等
連
年
抬
墊
完

款
︑
疊
向
催
討
︑
荏
吾
拖
懸
︑
以
致
墊
款
無
着
︒

こ
の
と
き
の
被
吿
名
は
以
下
の
,
り
︒
被
稟
︑
許
正
順
・
%
仕

品
・
劉
廷
輔
・
劉
�
彥
・
劉
-
亭
・
李
大
貴
・
李
蔭
南
・
謝
開
揚
・
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田
恒
太
・
羅
心
濤
・
萬
裕
陞
・
江
天
成
・
熊
'
(
・
張
�
會
・
鯵
元

榜
・
李
國
松
・
陳
禮
・
甘
燦
益
・
袁
心
廣
・
李
良
灝
・
楊
紹
林
・
李

長
華
・
齊
國
華
・
周
(
德
・
周
雙
和
・
張
順
興
・
觀
*
岩
・
雷
甘

中
・
陳
玉
亭
・
胡
開
武
・
雲
峯
寺
・
黃
合
順
・
吳
正
淸
︒

(67
)

同
右
︒
候
簽
差
催

︑
倘
敢
抗
�
稟
�
︑
再
行
喚
:
︒

(68
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
1
8︑
正
里
四
八
甲
�
�
ª
懷

þ
・
甲
差
楊
福
爲
藐
抗
墊
懸
懇
喚
究
:
事
︑
同
治
九
年
四
S
一
八
日
︒

こ
の
と
き
の
被
吿
名
は
以
下
の
,
り
︒
被
稟
︑
周
雙
合
・
µ
東
山
・

熊
'
(
・
鯵
元
榜
・
周
(
德
・
觀
*
岩
會
・
吳
正
淸
・
伍
紹
息
・
李

長
華
・
雷
甘
中
・
齊
�
略
・
齊
國
華
・
彭
效
英
・
陳
玉
亭
・
胡
開

武
・
雲
峯
寺
・
長
,
會
・
黃
合
順
・
李
良
灝
・
張
�
會
・
陳
德
þ
・

甘
燦
益
・
尹
宗
祥
︒
な
お
︑
|
(66
)と
比
べ
る
と
︑
怨
た
に
登
場
す

る
人
名
が
か
な
り
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
に
も
成
案
が

な
く
︑
不
(
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

(69
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
3
3︑
仁
里
十
甲
�
�
盧
大
瓜

⁝
⁝
錄
叩
喚
究
事
︑
同
治
二
年
五
S
二
〇
日
︒
飭
差
□
處
淸
訪
︑
-

獲
張
大
順
等
數
人
︑
算
�
�
錢
︑
揭
去
糧
票
︒

(70
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
6
1
8︑
正
里
四
八
甲
�
�
ª
懷

þ
・
甲
差
楊
福
爲
藐
抗
墊
懸
懇
喚
究
:
事
︑
同
治
九
年
四
S
一
八
日
︒

�
協
仝
甲
差
�
�
簽
催
︒
許
正
順
・
張
順
興
・
劉
爾
益
等
ú
簽
完

︒

た
だ
し
︑
こ
の
う
ち
劉
爾
益
は
|
(66
)の
被
吿
名
に
名
V
が
見
え

な
い
が
︑
そ
の
理
由
も
筆
者
に
成
案
は
な
く
︑
不
(
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒

(71
)

『巴
縣
檔
案

(同
治
2
)﹄
N
o
.1
4
5
9
2︑
瞿
和
順
爲
{
糧
貽
纍
訴

添
究
結
事
︑
同
治
六
年
四
S
九
日
︒
蟻
祖
輩
業
︑
載
條
糧
壹
錢
七
分
︑

册
名
瞿
國
賢
︒
|
光
年
閒
︑
祖
輩
將
業
¯
©
禹
王
ç
︑
¯
�
|
糧
壹

錢
壹
分
︑
o
出
叔
父
陳
興
隆
歸
佔
︒
蟻
業
經
族
�
糧
二
分
︑
其
餘
四

分
歸
蟻
上

︒
興
隆
以
�
會
衆
均
未
撥
册
︑
拖
年
久
,
︑
屢
<
推
蟻

墊

︑
歸
�
不
給
︒

(72
)

同
右
︒
茲
纍
三
年
︑
蟻
將
�

錢
�
h
給
會
衆
牛
軒
三
・
白
(

漢
・
余
立
山
・
藍
恒
春
等
領
呑
︑
{
糧
不
上
︒
去
歲
︑
甲
差
楊
超
U

稟
喚
押
︒
知
駭
︑
邀
集
軒
三
理
論
︑
恃
衆
推
卸
︑
欺
樸
不
倸
︒
今
差

復
稟
喚
纍
︑
V
後
用
錢
多
千
︑
不
稟
添
喚
飭
撥
︑
業
少
糧
存
︑
難
�

後
纍
︒

(73
)

同
右
︒
據
稟
稱
該
民
人
祖
輩
已
將
業
¯
©
與
禹
王
ç
︑
何
以
當
時

不
將
糧
册
撥
淸
︑
惟
¯
�
旣
已
|
(
︑
着
卽
憑
會
衆
︑
理
令
撥
糧
上


︑
毋
得
庸
�
�
添
喚
︒

(74
)

『
巴
縣
檔
案

(
同
治
2
)
﹄
N
o
.1
4
5
9
3
︑
李
坤
山
爲
抗
糧
貽
N
叩

簽
喚
究
事
︑
同
治
六
年
四
S
一
二
日
︒
因
蟻
與
族
陸
續
將
分
業
摘
賣

十
三
契
︑
與
汪
德
順
︒
殊
德
順
買
業
後
︑
不
完
條
糧
︒
N
蟻
與
伊
上


多
載
︑
德
順
爲
慣
︒
去
歲
︑
�
�
理
催
︑
德
順
P
上
不
上
︑
�
�

墊

︒
本
年
︑
�
�
顏
恒
發
等
催
收
︑
德
順
施
奸
︑
P
給
不
給
︑
以

致
恒
發
稟
蟻
册
名
李
2
祿
・
李
卿
位
・
李
國
林
之
名
︑
簽
差
�
喚
︒

(75
)

同
右
︒
蟻
知
駭
︑
投
團
向
德
順
催
上
不
倸
︒
N
蟻
失
業
︑
反
�
拖

纍
︑
稟
懇
賞
准
︑
簽
喚
德
順
到
案
︑
飭
現
契
�
赴
z
︑
將
糧
撥
(
免

纍
︒

(76
)

同
右
︒
候
於
顏
恒
發
原
簽
內
添
喚
汪
德
順
査
¨
察
奪
︒

(77
)

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
土
地
賣
買
の
屆
け
出
と
契
稅
の

入
と
い
う
︑

�
�
の
行
う
べ
き
業
務
に
相
當
す
る
︒

(78
)

同
V
|
(7
)
︒
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(79
)

そ
の
よ
う
な
目
で
見
直
し
た
と
き
︑
B
・
W
・
リ
ー
ド
V
揭
稿
に
︑

﹁
�
願
﹂﹁
嘆
願
﹂
と
い
う
用
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
附
か

さ
れ
た
︒

(80
)

伍
ý
﹁
3
世
中
國
に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
一
齣
﹁
民
吿
官
｣
︱
︱

烈
4
の
顯
頴
と
擧
人
の
身
分
を
例
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
訴
訟
社
會
%

の
硏
究
﹄︑
京
都
大
學
學
Ü
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
)
は
︑
中
國
%

上
の
行
政
訴
訟
の
槪
念
を
提
出
し
︑
そ
こ
で
は
︑﹁
民
吿
官
﹂
と
い

う
官
僚
や
官
府
を
被
吿
と
す
る
形
式
面
か
ら
定
義
附
け
が
な
さ
れ
て

い
た
︒
氏
は
今
囘
︑
本
誌
揭
載
の
V
揭
|
(29
)論
稿
に
お
い
て
︑
�

�
を
對
象
と
し
た
訴
訟
に
つ
い
て
も
︑
こ
う
し
た
行
政
訴
訟
の
槪
念

が
當
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

筆
者
は
糧
差
・
�
�
の
業
務
が
�
�
の
形
態
を
取
っ
た
こ
と
が

(
本
稿
四
二
頁
)︑
こ
う
し
た
訴
訟
の
あ
り
方
に
特
色
を
帶
び
さ
せ
た

と
考
え
て
い
る
︒
つ
ま
り

稅
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
行
政
上
の
事
柄

に
屬
し
て
い
な
が
ら
︑
糧
差
・
�
�
の
�
�
に
委
ね
ら
れ
た
た
め
に
︑

彼
ら
が
直
接
訴
訟
の
原
吿
・
被
吿
の
當
事
者
と
な
り
︑
官
府
は
却
っ

て
局
外
に
立
つ
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
訴

訟
の
行
爲
が
︑
行
政
上
の
事
業
を
促
=
さ
せ
る
だ
け
の
推
=
力
を

持
っ
た
と
こ
ろ
に
特
に
力
點
を
置
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTRACT TAX COLLECTION

AND LAWSUITS IN THE VILLAGE AREA OF BA COUNTY

IN THE LAST YEARS OF THE QING ERA, WITH

A SPECIAL FOCUS ON TAIDIAN 抬墊

ONO Tatsuya

In the Qing era, taxes were paid in principle with zifengtougui自封投櫃, that is

to say, a taxpayer himself was obligated to go to the county government office and

throw his taxes into the gui櫃 (tax box) set up there. But, in reality, contract tax

collection was widespread, and tax collection depended to a remarkable extent on

these contracts. Furthermore, in Ba county in the last years of the Qing era, there

was another tax collection system called the taidian抬墊 that played an important

role in the tax collecting service. In this system a liangchai糧差 (tax runner) and

xiangyue 
� (local assistant) paid the unpaid tax on behalf of taxpayer after the

tax payment period was over and the gui had been taken away. This paper is an

attempt to examine taidian by focusing on the processes of the system in relation to

lawsuits as the author bases his argument on legal documents that he has discov-

ered in the Ba County archive. The following conclusion was reached.

In the case of taidian, when the liangchai and xiangyue failed to collect repay-

ment from the taxpayer, they frequently filed a suit with the county court against

him. On the other hand, many of the taxpayers were wealthy, and they also filed

suits when they felt they were in the right. This is seen in the fact that the

liangchai and xiangyue acted to collect the payment from taxpayers with help of the

local government and taxpayers acted to evade loses from collection by changing

land registrations and re-determinations of tax obligations. Both sides intended to

solve administrative problems concerning the taidian with lawsuits. This confirms

that such lawsuits were an integral aspect of the tax collection service and included

in the tax collection process. In this sense, the scope of these lawsuits widely en-

compassed administrative activities.
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