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清
朝
中
央
は
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
八
月
三
日
に
発
し
た
上
諭
で
、
中
国
に
於
け
る
鴉ア
ヘ
ン片
の
生
産
と
消
費
を
一
〇
年
以
内
に
一
掃

せ
よ
と
、
各
省
に
命
じ
た
。
こ
の
後
に
中
国
各
地
で
、
鴉
片
の
禁
圧
運
動
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
は
そ
れ
を
禁
煙
運
動

と
呼
ん
で
い
る
。

　

清
朝
に
よ
る
禁
煙
運
動
を
取
上
げ
た
研
究
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
運
動
の
成
否
に
関
心
を
向
け
て
き
た
。
即
ち
鴉
片
の
生
産
、

商
取
引
、
消
費
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
を
検
討
し
、
運
動
の
成
果
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
）
1
（

。
そ
こ
で
前
提
と
な
る
の
は
、

禁
煙
運
動
は
社
会
か
ら
鴉
片
を
撲
滅
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

　

し
か
し
禁
煙
運
動
下
で
執
ら
れ
た
措
置
の
中
に
は
、
鴉
片
の
流
通
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も
の
が
あ
っ
た
）
2
（

。
換
言
す

る
と
禁
煙
運
動
の
進
展
は
、
社
会
か
ら
鴉
片
が
撲
滅
さ
れ
る
事
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
禁
煙
運
動
に
つ
い
て

考
え
る
時
、
鴉
片
が
撲
滅
さ
れ
た
か
否
か
を
問
う
必
要
は
な
い
事
に
な
る
。
そ
も
そ
も
二
〇
世
紀
初
頭
当
時
、
禁
煙
運
動
を
推
進
す
る

立
場
に
あ
っ
た
官
僚
や
紳
士
を
含
む
多
く
の
社
会
層
で
、
鴉
片
の
消
費
を
繞め
ぐ

る
文
化
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
）
3
（

。
二
九



30

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
五
巻
　

第
一
号

東洋学報　第105巻１号　清末土薬統税考　念校

こ
う
し
た
事
情
か
ら
も
、
禁
煙
運
動
を
鴉
片
の
撲
滅
に
向
け
た
試
み
と
捉
え
る
事
が
、
当
時
の
実
情
に
即
し
た
議
論
と
な
り
得
る
の
か
、

疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
か
し
清
朝
が
禁
煙
運
動
を
進
め
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
に
、
各
省
の
督
撫
（
総
督
や
巡
撫
）
は
上
奏
文
の
中
で
、
そ
の
成
果
を

強
調
し
て
い
た
。
そ
こ
で
次
の
疑
問
が
浮
ぶ
。
運
動
の
進
展
と
鴉
片
の
撲
滅
と
が
同
義
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
督
撫
た
ち
が
中
央
に

対
し
て
運
動
の
成
果
を
強
調
し
た
の
は
何
故
な
の
か
。
か
か
る
視
点
に
立
つ
時
、
督
撫
が
行
っ
た
禁
煙
運
動
に
関
す
る
上
奏
は
、
単
な

る
運
動
の
経
過
報
告
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
の
中
央
・
省
関
係
の
中
で
活
動
し
て
い
た
彼
等
に
よ
る
、
試
行
錯
誤
の
跡
を
示
す
も
の

と
し
て
捉
え
る
事
が
で
き
る
。
然
り
と
す
れ
ば
督
撫
の
振
舞
い
が
意
味
す
る
所
を
問
い
直
す
事
で
、
当
時
の
中
央
・
省
関
係
の
一
面
を

浮
び
上
が
ら
せ
る
事
も
、
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
但
し
こ
の
作
業
を
行
う
為
に
は
、
先
ず
当
時
の
中
央
と
省
の
間
に
、
鴉
片
を
繞
っ

て
如
何
な
る
問
題
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
禁
煙
運
動
が
行
わ
れ
た
当
時
の
中
央
・
省
関
係
を
見
る
と
、
両
者
が
鴉
片
税
収
を
繞
っ
て
対
立
し
て
い
た
事
に
気
付
く
。
そ

う
し
た
事
情
は
、
土
薬
統
税
（
土
薬
統
税
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
後
述
）
と
い
う
制
度
に
端
的
な
形
で
現
れ
て
い
た
。

　

土
薬
統
税
に
関
す
る
議
論
は
、
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
財
政
史
の
文
脈
か
ら
行
わ
れ
た
議
論
で
あ
る
。
新
政
を
実
施
し
つ
つ

義
和
団
事
件
賠
償
金
を
支
払
っ
て
い
た
各
省
に
と
っ
て
、
鴉
片
税
収
は
重
要
な
財
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、

中
央
は
新
設
官
庁
で
あ
る
練
兵
処
の
経
費
を
工
面
す
る
為
に
、
土
薬
統
税
を
実
施
し
た
。
中
央
は
各
省
の
鴉
片
税
収
を
吸
収
し
、
練
兵

処
の
経
費
に
充
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
央
と
省
の
間
で
、
鴉
片
税
収
の
配
分
を
繞
る
対
立
が
生
じ
た
。
そ
し
て
禁

煙
運
動
に
伴
う
税
収
の
減
少
は
、
税
収
の
配
分
を
繞
る
中
央
・
省
間
の
対
立
を
激
化
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
新
政
を
制
約
す
る
要
因
に

三
〇
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も
な
っ
た
と
さ
れ
る
）
4
（

。
そ
し
て
今
一
つ
の
議
論
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
官
制
改
革
を
問
題
と
す
る
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
、
土
薬

統
税
を
実
施
す
る
為
に
設
け
ら
れ
た
土
薬
統
税
総
局
と
そ
の
分
局
を
、
中
央
の
財
務
官
庁
で
あ
る
度
支
部
の
付
属
機
構
と
捉
え
て
い
る
）
5
（

。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
な
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
財
政
史
の
議
論
が
鴉
片
税
収
や
土
薬
統
税
に
注
目

し
た
の
は
、
突
き
詰
め
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
税
収
の
規
模
の
大
き
さ
故
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
税
収
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
っ

た
事
に
つ
い
て
は
、
財
源
の
喪
失
と
い
う
評
価
を
下
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
に
論
を
進
め
る
事
は
難
し
く
な
る
。
禁
煙
運
動
に
よ
っ

て
税
収
が
減
少
し
、
新
政
を
制
約
し
た
と
い
う
評
価
も
ま
た
、
税
収
の
規
模
を
重
視
す
る
姿
勢
か
ら
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
鴉
片
税
収
を
減
少
さ
せ
、
新
政
の
実
施
に
支
障
を
来
し
か
ね
な
い
禁
煙
運
動
が
、
清
朝
治
下
の
各
地
で
進
め
ら
れ
た
の
は

何
故
か
と
い
う
、
素
朴
な
疑
問
に
対
し
て
説
得
力
の
あ
る
説
明
は
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
が
生
じ
る
の
は
、
鴉
片
税
収
の
減

少
は
鴉
片
の
生
産
や
流
通
が
減
少
し
た
事
ま
で
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
欠
け
て
い
る
為
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
官
制
改
革
を
問

題
と
す
る
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
議
論
は
、
土
薬
統
税
総
局
と
分
局
が
発
足
し
て
か
ら
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
沿
革
を
論
じ
て
は
い
る
。
し

か
し
そ
こ
で
主
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
機
構
の
官
制
上
の
位
置
付
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
沿
革
が
当
時
の
中
央
・

省
関
係
か
ら
見
た
時
に
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
の
か
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　

何
れ
に
せ
よ
こ
の
ま
ま
で
は
、
中
央
・
省
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
禁
煙
運
動
を
考
え
る
為
の
足
掛
り
と
し
て
、
土
薬
統
税
に
関
す
る

議
論
を
位
置
付
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
こ
の
状
況
を
解
消
す
る
に
は
、
次
の
事
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
中
央
は
土
薬
統
税
の
下
で
、
各
省

の
鴉
片
税
収
を
吸
収
し
た
が
、
そ
れ
は
如
何
な
る
仕
組
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
の
か
。
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
土
薬
統
税
に
つ

い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
鴉
片
税
収
の
規
模
の
大
小
で
は
な
く
、
中
央
と
省
の
間
に
於
け
る
鴉
片
税
収
の

三
一
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流
れ
で
あ
り
、
又
、
そ
う
し
た
税
収
の
流
れ
を
実
現
さ
せ
た
土
薬
統
税
の
運
営
形
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
事
が
、

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
中
央
・
省
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
禁
煙
運
動
を
検
討
す
る
作
業
は
、
本
稿
の
内
容
を
踏
ま
え
、
稿
を
改
め
て
行

う
事
と
し
た
い
。

　

一
九
世
紀
後
半
以
降
、
各
省
の
督
撫
が
権
限
を
拡
大
す
る
事
で
、
事
実
上
の
省
財
政
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
土
台
と
な
っ
た
の
は
、

督
撫
の
下
で
設
け
ら
れ
た
種
々
の
「
局
所
」
に
よ
る
活
動
で
あ
っ
た
。「
局
所
」
と
は
、
州
県
等
と
は
系
統
を
異
と
す
る
、
非
法
定
的
な

行
財
政
機
構
で
あ
る
。「
局
所
」
の
責
任
者
に
は
、
布
政
使
等
の
地
方
上
級
官
僚
が
名
を
連
ね
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
実
際
の
業
務
は
、

督
撫
か
ら
の
委
任
を
受
け
た
候
補
官
や
在
地
紳
士
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
）
6
（

。
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
は
、
中
央
の
各
省
に
対
す
る
統
制

力
が
弱
ま
っ
た
と
捉
え
る
見
方
も
あ
れ
ば
、
新
政
時
期
に
各
省
で
進
め
ら
れ
た
「
局
所
」
の
統
廃
合
を
念
頭
に
置
き
、
中
央
に
よ
る
各

省
の
統
合
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、「
局
所
」
の
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
税
収
の
扱
い
が
、
中

央
と
省
と
の
間
に
摩
擦
を
引
起
す
要
因
と
な
っ
た
事
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
）
7
（

。「
局
所
」
を
繞
る
評
価
如
何
に
つ
い
て
論
じ
る
事
は
、
こ

こ
で
目
的
と
す
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
と
関
係
す
る
限
り
で
、
中
央
に
よ
る
税
収
の
吸
収
と
各
省
で
財
務
を
担
っ

た
「
局
所
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
言
及
す
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
次
の
順
序
で
論
を
進
め
る
。
第
一
章
で
は
、
土
薬
統
税
の
導
入
か
ら
廃
止
に
至
る
ま
で
の
沿
革
を
概
観
す
る
。
第
二
章
で

は
、
税
収
の
配
分
に
関
す
る
事
を
中
心
と
し
て
、
土
薬
統
税
の
運
営
形
態
を
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
土
薬
統
税
の
実
施
が
省
に
与

え
た
影
響
を
考
察
し
、
鴉
片
税
収
が
中
央
化
さ
れ
た
仕
組
に
つ
い
て
論
じ
る
。
な
お
、
全
て
の
地
域
を
一
度
に
扱
う
事
は
で
き
な
い
の

で
、
本
稿
で
は
山
西
省
を
例
に
取
り
、
考
察
を
行
う
事
と
す
る
。
同
省
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
に
於
け
る
主
要
な
鴉
片
産
地
の
一
つ

三
二
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で
あ
り
、
自
省
に
於
け
る
鴉
片
の
生
産
量
と
そ
の
消
費
量
と
が
概
ね
対
応
す
る
自
給
自
足
的
な
省
で
も
あ
り
）
8
（

、
加
え
て
辛
亥
革
命
前
に

罌
粟
栽
培
の
撲
滅
が
宣
言
さ
れ
た
省
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
）
9
（

。

　
　
　
　
　

第
一
章　

土
薬
統
税
の
沿
革

　

清
朝
中
央
は
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）
に
練
兵
処
（
光
緒
三
二
年
に
兵
部
と
共
に
陸
軍
部
へ
改
組
）
を
設
け
、
当
時
袁
世
凱
の
麾
下
に

あ
っ
た
北
洋
軍
を
範
と
す
る
、
新
式
陸
軍
の
建
設
と
統
轄
を
行
う
事
と
し
た
）
10
（

。
そ
れ
と
同
時
に
、
同
処
の
経
費
を
確
保
す
る
事
が
問
題

と
な
っ
た
。

　

夙
に
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
中
央
の
財
務
官
庁
た
る
戸
部
の
役
割
は
、
独
自
の
財
源
を
持
つ
事
で
は
な
く
、
各
地
で
徴
収
さ
れ
た
税
収

の
送
金
先
を
指
示
す
る
事
で
あ
っ
て
、
中
央
の
収
入
は
そ
の
大
半
を
、
各
省
か
ら
の
送
金
に
依
存
し
た
）
11
（

。
練
兵
処
の
経
費
も
、
各
省
か

ら
の
送
金
で
確
保
す
る
事
が
目
指
さ
れ
た
。
戸
部
は
当
初
、
田
賦
の
余
得
整
理
や
、
煙
草
、
酒
、
砂
糖
等
の
諸
税
を
増
徴
す
る
事
で
、

練
兵
処
の
経
費
を
工
面
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
対
し
て
各
省
は
戸
部
の
指
定
し
た
財
源
で
は
な
く
、
銅
元
鋳
造
差
益
等
の
別
財
源

か
ら
、
戸
部
へ
の
送
金
を
行
っ
た
）
12
（

。
結
局
、
戸
部
が
初
め
に
立
て
た
方
針
で
は
、
十
分
な
経
費
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
）
13
（

。
か
か
る
状
況
の

中
、
中
央
は
鴉
片
税
収
に
注
目
し
始
め
る
。

　

練
兵
大
臣
の
鉄
良
が
光
緒
三
〇
年
（
一
九
〇
四
）
一
一
月
四
日
に
行
っ
た
上
奏
は
、
中
央
が
各
省
の
鴉
片
税
収
を
吸
収
す
る
契
機
と
な

る
。
彼
は
湖
北
省
等
で
実
施
さ
れ
た
四
省
統
捐
に
注
目
す
る
。
湖
北
、
湖
南
、
江
西
、
安
徽
の
四
省
は
、
湖
北
省
宜
昌
に
共
同
で
総
局

を
設
け
、
四
川
省
か
ら
移
出
さ
れ
る
鴉
片
の
流
通
に
課
税
す
る
統
捐
を
行
っ
た
結
果
、
各
省
が
別
個
の
税
制
下
に
あ
っ
た
頃
よ
り
も
、

三
三
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多
額
の
税
収
を
得
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
鉄
良
は
次
の
事
を
提
案
し
た
。
前
述
の
四
省
及
び
江
蘇
、
福
建
、
広
東
、
広
西
の
計

八
省
を
、
四
川
、
雲
南
、
貴
州
の
各
省
か
ら
移
出
さ
れ
る
鴉
片
の
販
売
域
と
捉
え
、
そ
こ
に
画
一
的
な
税
制
を
敷
い
て
税
制
の
不
統
一

に
因
る
脱
税
を
防
ぎ
、
得
ら
れ
た
税
収
を
練
兵
処
の
経
費
に
充
て
る
と
い
う
）
14
（

。

　

鉄
良
の
提
案
を
承
け
、
光
緒
三
〇
年
末
に
八
省
土
膏
統
捐
の
導
入
が
決
ま
り
、
翌
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
各
省
の

光
緒
二
九
年
の
鴉
片
税
収
を
定
額
収
入
と
し
、
そ
の
余
剰
分
が
中
央
へ
送
ら
れ
て
練
兵
処
の
経
費
に
充
て
ら
れ
る
事
と
さ
れ
た
。
そ
し

て
八
省
土
膏
統
捐
を
統
括
す
る
立
場
に
は
、
柯
逢
時
が
就
任
し
た
）
15
（

。

　

か
か
る
措
置
の
適
用
範
囲
は
、
光
緒
三
二
年
に
一
八
省
ま
で
拡
大
し
、
名
称
も
土
薬
統
税
と
改
め
ら
れ
、
各
省
の
光
緒
三
〇
年
の
鴉

片
税
収
を
定
額
収
入
と
し
、
そ
の
余
剰
分
を
中
央
に
送
っ
て
練
兵
処
の
経
費
に
充
て
る
事
と
さ
れ
た
。
土
薬
統
税
の
下
で
は
、
輸
送
さ

れ
る
鴉
片
が
最
初
に
関
所
を
通
過
し
た
際
、
鴉
片
一
〇
〇
斤
（
即
ち
一
担
）
毎
に
正
税
と
し
て
庫
平
銀
一
〇
〇
両
、
経
費
と
し
て
庫
平
銀

一
五
両
、
計
一
一
五
両
を
徴
収
す
る
。
そ
し
て
納
税
し
た
鴉
片
に
は
、
納
税
証
書
と
し
て
印
紙
と
鑑
札
を
交
付
し
、
そ
の
後
の
重
複
課

税
を
免
除
す
る
事
と
さ
れ
た
）
16
（

。
同
年
一
〇
月
ま
で
に
、
湖
北
省
武
昌
に
土
薬
統
税
総
局
が
、
各
省
に
土
薬
統
税
分
局
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設

け
ら
れ
た
）
17
（

。
か
く
し
て
山
西
省
に
も
、
土
薬
統
税
分
局
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

各
省
の
土
薬
統
税
分
局
は
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
後
半
か
ら
廃
止
さ
れ
始
め
る
（
山
西
省
の
分
局
は
同
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
た
）
18
（

）。
そ

し
て
度
支
部
は
宣
統
三
年
二
月
二
〇
日
の
上
奏
で
、
当
時
残
っ
て
い
た
土
薬
統
税
総
局
と
分
局
の
廃
止
を
建
議
し
、
そ
れ
が
裁
可
さ
れ

た
事
で
、
土
薬
統
税
の
廃
止
が
決
ま
っ
た
）
19
（

。
土
薬
統
税
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
、
中
央
に
は
二
八
〇
〇
余
万
両
が
供
給
さ
れ
た
と
い
う
）
20
（

。
三
四
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第
二
章　

土
薬
統
税
の
実
施
体
制

　
　
　
　
　
　
　

第
一
節　

土
薬
統
税
の
実
際　
　

山
西
省
の
場
合

　

本
章
で
は
、
土
薬
統
税
が
如
何
に
運
営
さ
れ
た
の
か
を
見
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
山
西
省
の
土
薬
統
税
が
史
料
中
で
ど

の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
考
察
の
手
掛
り
を
得
て
お
き
た
い
。
同
省
に
於
け
る
土
薬
統
税
の
概
要
は
、
清
理
財
政
局
の

編
纂
に
係
る
『
山
西
全
省
財
政
説
明
書
』（
以
下
『
説
明
書
』
と
す
る
）
か
ら
知
る
事
が
で
き
る
。
宣
統
年
間
に
進
め
ら
れ
た
清
理
財
政
政

策
で
は
、
中
央
の
財
政
基
盤
の
強
化
や
予
算
制
度
を
導
入
す
る
目
的
か
ら
、
国
税
と
地
方
税
を
区
分
す
る
国
地
財
政
劃
分
が
構
想
さ
れ

て
お
り
）
21
（

、
そ
の
実
現
に
向
け
た
措
置
の
一
つ
と
し
て
、
各
省
に
清
理
財
政
局
が
置
か
れ
た
。
同
局
の
下
で
、
各
省
の
財
政
状
況
（
就
中
、

督
撫
が
中
央
の
決
裁
を
経
ず
に
独
自
の
裁
量
で
動
か
し
た
経
費
で
あ
る
外
銷
の
状
況
）
に
関
す
る
調
査
、
財
政
説
明
書
や
予
算
案
の
作
成
と
い
っ

た
事
務
が
行
わ
れ
た
）
22
（

。『
説
明
書
』
も
、
そ
う
し
た
活
動
の
産
物
で
あ
る
。

　
『
説
明
書
』
に
収
録
さ
れ
た
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」
は
、
山
西
省
に
於
け
る
土
薬
統
税
を
次
の
様
に
説
明
す
る
。

前
項
（
土
薬
統
税
）
は
間
接
対
物
消
費
税
で
、
国
家
の
経
常
収
入
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
光
緒
三
二
年
に
〔
戸
〕
部
の
咨
文
を
受

取
り
、
土
薬
統
税
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
山
西
省
は
分
局
を
設
け
、
統
税
を
徴
収
し
、
章
程
で
は
純
鴉
片
一
〇
〇
斤
毎
に
、
税

捐
を
分
け
ず
、
正
項
の
統
税
と
し
て
庫
平
銀
一
〇
〇
両
を
全
て
徴
収
し
、
同
時
に
経
費
と
し
て
庫
平
銀
一
五
両
を
徴
収
す
る
と
定

め
た
。
山
西
省
が
以
前
徴
収
し
て
い
た
各
項
の
薬
料
釐
税
は
、
全
て
停
止
し
た
。
山
西
省
へ
の
配
分
額
は
、
既
に
章
程
を
詳
細
に

定
め
て
お
り
、
徴
収
さ
れ
た
統
税
の
内
か
ら
、
山
西
省
は
四
割
を
配
分
さ
れ
、
歳
入
に
は
定
額
が
な
い
。
光
緒
三
四
年
の
〔
同
省

三
五
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に
対
す
る
〕
実
際
の
配
分
収
入
は
、
銀
一
七
万
五
三
七
四
両
一
分
六
釐
で
あ
り
、
内
銷
で
あ
る
）
23
（

。（
傍
線
・
引
用
者
）

土
薬
統
税
が
内
銷
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
練
兵
処
の
経
費
を
工
面
す
る
目
的
で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
央
に

対
す
る
会
計
報
告
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
の
収
入
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収

支
各
款
説
明
書
」
の
編
纂
方
針
）
24
（

の
み
な
ら
ず
、
山
西
省
の
土
薬
統
税
分
局
が
廃
止
さ
れ
た
時
期
の
関
係
上
、
同
年
が
山
西
省
で
土
薬
統

税
を
実
施
し
た
事
実
上
最
後
の
年
だ
っ
た
事
に
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
傍
線
箇
所
で
あ
る
。
土
薬
統
税
に
つ
い
て
は
「
章
程
」
が
存
在
し
、
徴
収
し
た
税
収
の
四
割
を
山
西

省
に
配
分
す
る
と
定
め
（
即
ち
残
る
六
割
が
土
薬
統
税
分
局
に
配
分
さ
れ
る
）、
歳
入
に
定
額
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
前
に

見
た
土
薬
統
税
の
方
針
と
矛
盾
し
て
い
る
。
何
故
こ
の
様
な
説
明
が
生
れ
る
の
か
。
節
を
改
め
、
そ
の
背
景
を
探
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

第
二
節　

税
収
の
配
分

　

前
節
で
、
土
薬
統
税
に
関
す
る
章
程
が
存
在
し
た
事
を
見
た
。
そ
の
章
程
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
光
緒
三
二
年
六
月
二

五
日
付
の
『
東
方
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
土
薬
統
税
章
程
」
で
あ
る
）
25
（

。
同
章
程
は
「
抽
収
条
款
」、「
派
員
条
款
」、「
照
花
条
款
」、

「
支
報
条
款
」、「
善
後
条
款
」
と
い
う
五
つ
の
区
分
の
下
に
、
条
文
を
配
列
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
条
文
に
通
し
番
号
は
付
さ

れ
て
い
な
い
。
以
下
で
は
こ
の
章
程
を
基
に
、
税
収
の
配
分
に
関
す
る
事
柄
を
中
心
と
し
て
、
制
度
の
内
面
を
考
察
す
る
。

　

先
ず
徴
収
さ
れ
た
税
収
の
動
き
に
つ
い
て
は
、「
支
報
条
款
」
に
次
の
記
述
が
見
出
せ
る
。

各
省
の
局
卡
（
各
地
で
徴
税
を
す
る
関
所
）
が
毎
月
徴
収
し
た
正
税
や
費
用
の
銀
両
は
、
毎
月
そ
の
全
額
を
統
税
分
局
に
送
り
、
統

三
六
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税
分
局
が
奏
定
分
撥
章
程
に
準
拠
し
て
、
配
分
す
べ
き
額
を
査
定
し
、
そ
の
額
を
そ
の
省
へ
払
戻
し
、
そ
の
他
は
全
て
総
局
に
送

り
、
貯
え
て
支
出
に
備
え
よ
。
…
…
直
隷
、
山
東
、
山
西
、
河
南
、
陝
西
、
甘
粛
等
の
省
に
あ
る
各
分
局
の
余
剰
収
入
の
銀
両
は
、

直
接
戸
部
へ
送
り
、
簡
潔
に
せ
よ
）
26
（

。

各
地
の
局
卡
で
徴
収
し
た
税
収
は
、
毎
月
そ
の
全
額
を
土
薬
統
税
分
局
に
送
り
、「
分
撥
章
程
」
に
従
っ
て
配
分
額
を
決
め
、
省
に
払
戻

す
と
い
う
。
土
薬
統
税
は
、
各
省
の
定
額
収
入
と
さ
れ
た
光
緒
三
〇
年
の
税
収
額
を
満
た
す
ま
で
、
税
収
を
各
省
に
引
渡
し
、
然
る
後

に
余
剰
分
を
土
薬
統
税
総
局
（
山
西
省
の
場
合
は
戸
部
）
に
送
る
、
と
い
う
仕
組
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
各
省
が
享
受
す
る
筈
の
定

額
収
入
と
い
う
基
準
は
、
実
質
的
に
は
無
い
も
同
然
だ
っ
た
事
に
な
る
。

　

又
、「
土
薬
統
税
章
程
」
の
他
に
、「
分
撥
章
程
」
が
存
在
し
た
と
い
う
。「
分
撥
章
程
」
そ
の
も
の
を
確
認
し
得
る
史
料
は
見
出
せ
て

い
な
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
内
容
は
、
前
に
引
い
た
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」
の
記
事
か
ら
見
出
せ
る
。
即
ち
土
薬

統
税
収
入
の
四
割
を
山
西
省
へ
払
戻
す
と
い
う
、
税
収
の
配
分
比
率
で
あ
る
。
従
っ
て
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」
で
、

土
薬
統
税
に
つ
い
て
「
定
額
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
自
然
な
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第
三
節　

配
分
す
る
税
収
額
の
計
算

　

次
に
、
税
収
の
配
分
額
は
何
に
基
づ
い
て
決
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
し
よ
う
。「
土
薬
統
税
章
程
」
の
「
支
報
条
款
」

に
次
の
記
述
が
あ
る
。

〔
各
省
に
〕
配
分
す
べ
き
額
は
全
て
、
鴉
片
商
人
が
提
出
し
た
執
照
や
税
単
を
拠
り
所
と
し
て
〔
決
め
〕、〔
各
省
の
〕
定
額
以
上
は
配

三
七
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分
し
な
い
。
毎
月
各
局
卡
が
分
局
に
帳
簿
で
報
告
し
、
分
局
が
査
定
し
て
帳
簿
を
作
り
、
総
局
に
提
出
す
る
。
但
し
執
照
と
税
単

に
は
、
必
ず
該
局
卡
の
委
員
が
、
自
ら
の
銜
名
と
、〔
税
を
〕
徴
収
し
た
月
日
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
局
は
専
ら
こ
れ

（
執
照
や
税
単
）
に
拠
り
検
査
す
る
。
も
し
齟
齬
や
報
告
漏
れ
が
あ
れ
ば
、〔
税
収
か
ら
配
分
す
る
と
さ
れ
た
〕
額
を
配
分
し
て
は
な
ら

な
い
）
27
（

。

各
省
に
配
分
す
る
税
収
額
は
、
納
税
済
み
の
鴉
片
に
交
付
さ
れ
た
鑑
札
を
基
に
決
定
し
た
と
い
う
。

　

納
税
証
書
で
あ
る
印
紙
と
鑑
札
に
は
、
幾
つ
か
種
類
が
あ
っ
た
。
印
紙
に
つ
い
て
は
、
各
地
の
局
卡
で
交
付
す
る
方
形
の
も
の
と
、

海
関
で
交
付
す
る
円
形
の
も
の
と
が
あ
っ
た
。
鑑
札
に
つ
い
て
は
、
藍
色
の
四
聯
執
照
、
紅
色
の
四
聯
専
照
、
黒
色
の
四
聯
税
単
が
あ

り
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
箱
単
（
取
引
さ
れ
る
荷
物
の
箱
毎
に
付
す
る
仕
切
書
で
あ
り
、
税
関
等
で
行
わ
れ
る
検
査
の
際
に
提
出
す
る
）
が
用
意
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
証
書
類
は
土
薬
統
税
総
局
で
製
造
さ
れ
、
各
省
の
土
薬
統
税
分
局
、
更
に
は
各
地
の
局
卡
や
海
関
へ
配
布
さ
れ
た
）
28
（

。

そ
し
て
一
切
の
証
書
は
、
土
薬
統
税
分
局
か
ら
各
地
の
局
卡
や
海
関
へ
派
遣
さ
れ
た
委
員
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
交
付
の
際
は
、

分
局
か
ら
派
遣
さ
れ
た
委
員
と
各
省
の
派
遣
し
た
委
員
と
が
共
同
で
監
視
す
る
事
と
さ
れ
た
）
29
（

。

　

こ
れ
ら
の
証
書
類
は
次
の
様
に
使
い
分
け
ら
れ
た
。
各
地
の
局
卡
で
、
省
を
跨
い
で
運
ば
れ
る
鴉
片
か
ら
徴
税
し
た
場
合
、
方
形
の

印
紙
と
四
聯
執
照
を
交
付
し
た
）
30
（

。
海
関
で
徴
税
し
た
場
合
、
円
形
の
印
紙
と
四
聯
専
照
と
箱
単
を
交
付
し
た
）
31
（

。
そ
し
て
課
税
対
象
で
あ

る
鴉
片
の
産
地
と
消
費
地
が
同
一
省
内
の
場
合
（
以
下
、
便
宜
的
に
地
産
地
消
と
表
現
す
る
）、
方
形
の
印
紙
と
四
聯
税
単
を
交
付
し
た
）
32
（

。

　

納
税
を
済
ま
せ
た
商
人
が
或
る
省
で
鴉
片
を
売
る
場
合
、
局
卡
や
海
関
に
そ
の
旨
を
申
告
し
、
納
税
時
に
交
付
さ
れ
た
四
聯
執
照
、

四
聯
専
照
、
四
聯
税
単
を
返
納
す
る
。
そ
し
て
返
納
さ
れ
た
四
聯
執
照
や
四
聯
税
単
に
代
え
て
、
箱
単
が
貨
物
（
鴉
片
）
に
貼
付
さ
れ

三
八
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た
。
海
関
で
納
税
し
、
先
に
箱
単
を
交
付
さ
れ
て
い
た
場
合
、
四
聯
専
照
を
返
納
す
る
と
、
予
め
交
付
さ
れ
て
い
た
箱
単
に
何
処
の
省

で
鴉
片
を
売
る
の
か
を
記
入
さ
れ
た
。
こ
の
手
続
を
通
し
て
、
商
人
は
鴉
片
の
販
売
を
許
可
さ
れ
）
33
（

、
徴
税
機
構
は
税
収
の
配
分
額
を
決

め
る
拠
り
所
と
す
る
鑑
札
を
回
収
し
た
。

　

執
照
、
専
照
、
税
単
は
四
聯
（
四
枚
綴
）
で
あ
り
、
次
の
様
な
方
法
で
用
い
ら
れ
た
。
徴
税
の
際
、
徴
税
を
行
っ
た
委
員
の
銜
名
、
徴

税
し
た
月
日
、
徴
収
し
た
税
高
、
交
付
し
た
印
紙
の
号
数
と
い
っ
た
事
項
を
記
し
、
商
人
に
四
枚
の
内
の
一
枚
を
交
付
す
る
。
こ
の
一

枚
が
徴
税
機
構
に
回
収
さ
れ
る
手
続
き
は
既
に
述
べ
た
。
残
る
三
枚
は
、
一
枚
を
土
薬
統
税
分
局
で
控
え
と
し
て
保
管
し
、
土
薬
統
税

総
局
と
戸
部
に
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
送
り
、
検
査
に
備
え
た
）
34
（

。

　

複
数
種
の
鑑
札
が
用
意
さ
れ
た
事
は
、
税
収
の
配
分
先
を
決
め
る
事
と
関
係
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
地
産
地
消

に
当
た
る
鴉
片
か
ら
得
た
税
収
は
、
そ
の
鴉
片
を
生
産
し
た
省
に
払
戻
し
、
他
省
に
運
ば
れ
る
鴉
片
か
ら
得
た
税
収
は
、
そ
の
鴉
片
が

運
ば
れ
て
売
ら
れ
た
省
に
払
戻
す
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
35
（

。

　
　
　
　
　
　
　

第
四
節　

誰
が
徴
税
に
携
る
の
か　
　

省
内
で
徴
税
に
携
っ
た
機
関

　

土
薬
統
税
を
実
施
す
る
為
に
、
各
省
で
は
土
薬
統
税
分
局
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
局
だ
け
が
徴
税
業
務
を
行
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、「
土
薬
統
税
章
程
」
の
「
抽
収
条
款
」
に
拠
れ
ば
、
課
税
対
象
の
鴉
片
が
地
産
地
消
に
当
た
る
場
合
、
そ

の
鴉
片
の
産
地
で
あ
る
省
か
ら
官
員
を
派
遣
し
、
徴
税
す
る
事
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
36
（

。

　

山
西
省
に
つ
い
て
見
る
と
、
同
省
巡
撫
の
宝
棻
は
光
緒
三
四
年
一
〇
月
一
七
日
に
行
っ
た
上
奏
で
、

三
九
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思
う
に
現
在
〔
土
薬
〕
統
税
は
坐
賈
と
共
同
で
行
っ
て
お
り
、〔
罌
粟
を
栽
培
す
る
〕
土
地
の
調
査
及
び
〔
税
の
〕
徴
収
、
保
管
、
報

告
、
送
金
の
各
事
項
は
全
て
、
何
れ
も
本
省
地
方
の
印
官
委
員
の
各
官
が
経
理
し
て
い
ま
す
）
37
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
取
れ
る
事
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
坐
賈
（
店
舗
を
持
つ
商
人
）
を
通
じ
て
鴉
片
の
流
通
を
管
理
し
、
徴
税

を
行
う
上
で
好
都
合
な
状
況
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
で
あ
る
。
民
政
部
が
光
緒
三
四
年
四
月
二
四
日
に
上
奏
し
た
「
稽
核
禁
煙
章
程
」

に
拠
る
と
、
山
西
省
で
は
次
の
様
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
地
元
の
市
場
に
公
行
が
あ
る
場
合
、
罌
粟
栽
培
者
に
よ
る
鴉
片

の
売
却
、
鴉
片
販
売
店
に
よ
る
鴉
片
の
購
入
、
行
商
人
に
よ
る
鴉
片
の
購
入
及
び
運
搬
と
い
っ
た
各
取
引
は
、
公
行
を
介
し
て
行
わ
せ

た
。
そ
し
て
公
行
に
は
、
各
機
会
に
取
引
さ
れ
た
鴉
片
の
量
を
調
べ
て
局
卡
に
報
告
さ
せ
、
調
査
に
備
え
た
と
い
う
）
38
（

。
右
の
引
用
文
に

現
れ
る
坐
賈
は
、
公
行
に
相
当
す
る
存
在
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
今
一
つ
は
、
山
西
省
の
「
地
方
の
印
官
委
員
」
が
徴
税
業
務
に
携
っ
て
い
た
事
で
あ
る
。
彼
等
が
罌
粟
を
栽
培
す
る
土
地
の

調
査
に
携
っ
て
い
た
事
を
手
掛
り
と
し
て
、
該
当
す
る
存
在
を
探
せ
ば
、
山
西
財
政
局
と
そ
こ
に
関
係
す
る
各
官
が
浮
上
し
て
く
る
。

　

山
西
財
政
局
も
又
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
「
局
所
」
の
一
つ
で
あ
り
、
光
緒
三
二
年
当
時
の
山
西
巡
撫
で
あ
る
恩
壽

の
下
で
、
省
内
の
財
務
に
関
わ
る
「
局
所
」
を
併
合
し
て
設
け
ら
れ
た
）
39
（

（
当
初
は
山
西
財
政
処
と
し
て
発
足
し
た
が
、
後
に
山
西
財
政
局
と
改

称
し
た
）
40
（

）。

　

山
西
財
政
局
に
つ
い
て
定
め
た
「
山
西
財
政
処
章
程
」
の
第
三
章
「
職
任
」、
第
一
一
条
に
、「
本
処
は
本
〔
省
〕
の
布
政
使
、
按
察

使
、
冀
寧
道
を
督
辦
と
し
、
候
補
道
二
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
総
辦
と
会
辦
と
に
充
て
、
そ
れ
に
よ
り
全
体
を
統
べ
括
る
）
41
（

」
と
あ
り
、
布
政

使
を
始
め
と
す
る
正
規
の
上
級
官
僚
と
候
補
官
が
、
同
局
の
業
務
を
統
括
す
る
事
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
の
は
責
任
者
の
分

四
〇
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担
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
実
務
は
候
補
官
や
在
地
紳
士
が
遂
行
し
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
又
、
同
章
程
の
第

二
章
「
権
限
」、
第
二
条
に
は
、

本
処
は
布
政
使
司
と
共
に
財
政
を
管
轄
す
る
。
そ
の
〔
管
轄
の
〕
境
界
は
税
目
が
経
制
で
あ
る
か
否
か
で
判
定
す
る
。
田
賦
、
雑

賦
、
税
課
、
租
息
等
、
従
来
か
ら
経
制
の
税
目
で
あ
る
も
の
は
、
専
ら
布
政
使
司
が
管
轄
す
る
。
釐
税
及
び
新
設
の
各
税
目
は
、

何
れ
も
本
処
が
審
査
す
る
。
し
か
し
本
処
は
財
政
を
総
括
す
る
部
局
で
あ
り
、
何
れ
の
税
目
か
を
問
わ
ず
、
総
合
的
に
調
査
す
る

責
任
を
持
つ
。
出
納
に
つ
い
て
は
、
布
政
使
司
庫
が
全
て
管
理
し
、
慎
重
に
行
っ
て
〔
分
担
上
の
〕
混
乱
が
無
い
様
に
す
る
）
42
（

。

と
あ
る
。
布
政
使
司
は
田
賦
等
、
経
制
と
さ
れ
る
税
目
（
所
謂
正
額
に
相
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
）
を
管
轄
し
、
山
西
財
政
局
は
釐
税
等
、
新

設
さ
れ
た
税
目
を
管
轄
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
徴
収
さ
れ
た
税
収
の
管
理
等
は
、
両
者
が
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
様
で
あ
る
。

　

山
西
財
政
局
の
内
部
に
は
、
籌
計
所
、
釐
税
所
、
糧
餉
所
、
庶
務
所
、
工
程
所
、
捐
輸
所
と
い
う
六
つ
の
下
部
組
織
が
置
か
れ
た
）
43
（

。

こ
の
内
、
釐
税
所
に
つ
い
て
は
、「
山
西
財
政
処
章
程
」
の
第
三
章
「
職
任
」、
第
二
条
に
、「
釐
税
所
は
行
商
、
坐
賈
、
罌
粟
栽
培
地
、

及
び
煙
草
、
酒
、
塩
、
堿
、
煤
炭
の
釐
税
を
管
理
す
る
）
44
（

」
と
あ
り
、
鴉
片
の
販
売
に
関
わ
る
行
商
や
坐
賈
の
み
な
ら
ず
、
罌
粟
栽
培
地

に
課
せ
ら
れ
た
釐
税
も
管
理
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
山
西
省
で
土
薬
統
税
分
局
と
は
別
に
、
土
薬
統
税
の
徴
収
業

務
を
行
っ
た
の
は
、
山
西
財
政
局
と
そ
の
関
係
各
官
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
一
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第
三
章　

土
薬
統
税
の
実
施
が
省
に
及
ぼ
し
た
影
響

　
　
　
　
　
　
　

第
一
節　

土
薬
統
税
分
局
に
よ
る
各
省
機
関
の
活
動
の
点
検

　

土
薬
統
税
が
実
施
さ
れ
た
事
は
、
省
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
省
の
機
関
が
行
っ
て

い
た
徴
税
業
務
に
、
土
薬
統
税
分
局
が
関
与
す
る
様
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
既
に
見
た
通
り
、
課
税
対
象
の
鴉
片
が
地
産
地

消
に
当
た
る
場
合
、
そ
の
鴉
片
を
産
出
し
た
省
が
官
員
を
派
遣
し
、
徴
税
す
る
事
と
さ
れ
て
い
た
。
山
西
省
の
場
合
、
山
西
財
政
局
と

そ
の
関
係
官
員
が
、
徴
税
を
担
当
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
徴
税
担
当
機
関
の
活
動
に
、
土
薬
統
税
分
局
が
全
く
関
与
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
の
納
税
証
書
が
、
土
薬
統
税
分
局
か
ら
各
地
の
局
卡
や
海
関
へ
派
遣
さ
れ
た
官
員
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
以
上
、

地
産
地
消
に
当
た
る
鴉
片
に
交
付
す
る
税
単
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
徴
税
業
務
を
行
う
際
の
主
導
権
は
、
土
薬

統
税
分
局
が
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

徴
税
場
所
で
あ
る
局
卡
の
管
轄
に
つ
い
て
も
、「
土
薬
統
税
章
程
」
の
「
派
員
条
款
」
に
拠
る
と
、
局
卡
を
新
設
す
る
場
合
は
、
土
薬

統
税
分
局
が
計
画
し
て
実
施
す
る
事
と
さ
れ
、
既
存
の
局
卡
の
存
廃
や
そ
こ
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
官
員
の
交
代
に
つ
い
て
は
、
当
該
省

の
督
撫
が
担
当
機
関
を
監
督
し
、
土
薬
統
税
分
局
と
共
同
し
て
行
う
事
と
さ
れ
た
）
45
（

。
又
、
同
章
程
の
「
派
員
条
款
」
に
拠
る
と
、
納
税

済
み
の
鴉
片
が
各
省
に
入
る
と
、
最
初
に
通
過
す
る
局
卡
で
、
入
境
し
た
商
人
の
名
、
貨
物
（
鴉
片
）
の
重
量
、
執
照
や
印
紙
の
番
号

を
調
べ
、
そ
の
結
果
を
土
薬
統
税
総
局
と
分
局
に
報
告
す
る
事
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
か
か
る
調
査
が
行
わ
れ
る
局
卡
に
は
、
土
薬

統
税
分
局
か
ら
官
員
を
派
遣
す
る
事
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
46
（

。

四
二
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従
っ
て
土
薬
統
税
分
局
は
、
新
設
さ
れ
た
局
卡
と
既
存
の
も
の
と
を
問
わ
ず
、
省
内
の
全
て
の
局
卡
に
関
与
す
る
権
限
を
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
既
存
の
局
卡
に
配
置
さ
れ
て
い
た
官
員
を
交
代
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
後
任
に
は
土
薬
統
税
分
局
の
官
員
が

派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
薬
統
税
分
局
は
以
上
の
措
置
に
よ
り
、
省
の
徴
税
担
当
機
関
が
行
う
徴
税
業
務
を
点
検
し
得
る
様
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第
二
節　

徴
収
さ
れ
る
の
は
通
過
税
だ
け
か

　

土
薬
統
税
は
、
流
通
過
程
の
鴉
片
に
課
せ
ら
れ
る
通
過
税
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
実
施
状
況
を
見
る
と
、
通
過
税
と
は

言
い
難
い
側
面
も
見
出
さ
れ
る
。
山
西
巡
撫
の
宝
棻
は
、
宣
統
元
年
一
一
月
一
日
の
上
奏
で
、「〔
光
緒
〕
三
二
年
の
秋
、〔
土
薬
〕
統
税

を
開
始
し
、〔
戸
〕
部
の
定
め
た
章
程
に
融
通
を
利
か
せ
、〔
罌
粟
を
栽
培
す
る
〕
土
地
に
つ
き
統
税
を
徴
収
し
ま
し
た
）
47
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

罌
粟
を
栽
培
す
る
土
地
か
ら
、「〔
土
薬
〕
統
税
」
と
し
て
土
地
税
を
徴
収
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
土
薬
統
税
章
程
」
の
「
抽
収
条
款
」

に
拠
る
と
、
土
薬
統
税
を
施
行
し
た
後
、
罌
粟
栽
培
地
へ
の
課
税
を
停
止
す
る
事
と
さ
れ
て
い
た
）
48
（

。
し
か
し
こ
の
規
定
は
光
緒
三
三
年

に
入
る
頃
に
は
、
罌
粟
栽
培
地
の
拡
大
を
招
い
て
禁
煙
運
動
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
、
度
支
部
の
主
張
を
承
け
て
削
除
さ
れ
、
罌
粟
栽

培
地
へ
の
課
税
措
置
を
検
討
す
る
事
が
各
省
に
指
示
さ
れ
た
）
49
（

。

　

山
西
省
で
執
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
は
、
度
支
部
が
光
緒
三
四
年
一
一
月
二
八
日
の
上
奏
で
、

山
西
省
は
従
来
〔
罌
粟
栽
培
地
か
ら
〕
畝
税
を
徴
収
し
て
い
ま
し
た
が
、
土
薬
統
税
を
始
め
て
後
、
畝
税
を
統
税
に
繰
入
れ
、
上
地

で
は
従
来
毎
畝
六
銭
を
徴
収
し
た
も
の
に
、〔
税
を
〕
増
や
し
て
二
両
三
銭
四
釐
を
徴
収
し
、
下
地
で
は
従
来
毎
畝
三
銭
六
分
を
徴

四
三



44

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
五
巻
　

第
一
号

東洋学報　第105巻１号　清末土薬統税考　念校

収
し
た
も
の
に
、〔
税
を
〕
増
や
し
て
八
銭
六
分
四
釐
を
徴
収
す
る
と
定
め
ま
し
た
。
徴
収
さ
れ
た
税
は
、
四
割
を
山
西
省
の
原
額

に
配
分
し
、
六
割
は
土
薬
統
税
分
局
に
帰
し
、〔
北
京
へ
〕
送
金
し
て
練
兵
経
費
に
充
て
る
事
と
し
ま
し
た
）
50
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
上
地
と
下
地
と
い
う
区
分
が
見
え
る
も
の
の
、
両
者
を
分
け
る
基
準
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

畝
税
の
徴
収
が
山
西
財
政
局
に
よ
り
行
わ
れ
た
事
は
、
既
に
述
べ
た
同
局
の
職
掌
を
想
起
す
れ
ば
自
ず
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
罌

粟
栽
培
地
か
ら
得
た
畝
税
収
入
も
、
土
薬
統
税
と
同
様
、
そ
の
六
割
を
土
薬
統
税
分
局
に
配
分
し
、
残
り
の
四
割
を
山
西
省
に
配
分
す

る
事
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
宝
棻
が
「〔
罌
粟
を
栽
培
す
る
〕
土
地
に
つ
き
統
税
を
徴
収
し
」
た
と
述
べ
、
度
支
部
が
「
土
薬
統
税

を
始
め
て
後
、
畝
税
を
統
税
に
繰
入
れ
」
た
と
述
べ
た
所
以
な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

第
三
節　

罌
粟
栽
培
地
へ
の
課
税
が
続
い
た
理
由

　

度
支
部
は
何
故
、
罌
粟
栽
培
地
に
対
す
る
課
税
の
停
止
を
取
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
光
緒
三
三
年
八
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
起
き

た
出
来
事
が
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
り
と
な
る
。

　

督
辦
土
薬
統
税
大
臣
の
柯
逢
時
は
、
同
年
八
月
五
日
に
行
っ
た
上
奏
で
、
同
年
九
月
末
日
に
土
薬
統
税
総
局
と
分
局
を
廃
止
し
、
各

省
に
税
務
を
自
ら
処
理
さ
せ
る
か
、
或
は
度
支
部
が
方
法
を
講
じ
て
各
省
の
税
務
を
統
一
的
に
計
画
す
る
様
に
進
言
し
た
）
51
（

。
そ
の
際
、

彼
は
次
の
様
な
事
を
述
べ
て
い
る
。
四
川
省
や
雲
南
省
は
土
薬
統
税
を
始
め
て
後
、
省
内
の
鴉
片
販
売
を
未
だ
整
理
で
き
て
お
ら
ず
、

そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
税
収
の
不
足
を
埋
合
せ
る
為
に
、
他
省
へ
移
出
さ
れ
る
鴉
片
か
ら
徴
収
し
た
税
収
を
流
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
生

じ
た
空
白
を
埋
め
る
べ
く
、
土
薬
統
税
総
局
か
ら
税
収
を
流
用
し
て
い
る
が
、
収
入
に
は
限
り
が
あ
る
の
で
、
既
に
支
払
い
難
い
情
勢

四
四



45

清
末
土
薬
統
税
考
　
　
坂
東

東洋学報　第105巻１号　清末土薬統税考　念校

と
な
っ
て
い
る
。
已
む
無
く
度
支
部
と
諮
り
、
両
省
に
於
け
る
土
薬
統
税
は
停
止
し
た
。
土
薬
統
税
を
始
め
て
後
、
一
年
の
満
期
ま
で

に
徴
収
さ
れ
た
税
収
は
銀
九
〇
〇
余
万
両
に
過
ぎ
な
い
。
度
支
部
へ
送
っ
た
三
七
〇
万
両
を
除
き
、
各
省
に
払
う
べ
き
額
は
五
六
〇
万

両
に
上
る
が
、
催
促
を
し
て
も
税
収
に
余
裕
の
あ
る
所
か
ら
不
足
し
て
い
る
所
へ
融
通
す
る
術
が
な
い
。
そ
の
上
、
各
省
で
禁
煙
を
実

施
す
る
に
当
た
り
、
鴉
片
商
人
は
鴉
片
の
運
搬
を
止
め
、
度
支
部
に
送
る
余
剰
収
入
が
無
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
各
省
に
払
う
べ
き
定

額
収
入
も
期
日
通
り
に
払
い
難
く
な
っ
て
い
る
と
）
52
（

。

　

度
支
部
は
同
年
一
一
月
四
日
に
覆
奏
し
、
柯
逢
時
の
進
言
は
斥
け
ら
れ
、
土
薬
統
税
は
継
続
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
）
53
（

。
そ
の
際
、
度
支

部
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

〔
土
薬
統
税
収
入
が
不
足
す
る
の
は
〕
一
つ
に
は
禁
煙
の
処
理
が
、
未
だ
に
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
禁
煙
は
先
ず
〔
罌
粟
を
栽
培
す

る
〕
土
地
の
調
査
か
ら
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
の
調
査
は
取
分
け
地
方
官
が
専
ら
責
任
と
す
る
所
で
す
。
果
た
し
て
各

省
に
適
切
に
〔
調
査
を
〕
遵
行
さ
せ
、
山
西
省
の
統
税
の
方
法
の
如
く
、
土
地
に
準
じ
て
税
を
計
り
、
引
続
き
商
人
か
ら
〔
土
薬
統

税
を
〕
納
め
さ
せ
れ
ば
、
民
か
ら
〔
税
を
〕
出
さ
せ
ず
と
も
、〔
徴
収
さ
れ
る
税
〕
金
の
増
加
は
甚
だ
多
い
で
し
ょ
う
。
今
各
省
の
統

税
の
収
入
数
を
総
計
す
る
と
、
一
〇
〇
〇
万
〔
両
〕
に
及
ぼ
う
と
し
て
お
り
、
全
て
出
境
し
販
売
さ
れ
た
鴉
片
か
ら
得
て
い
る
の

で
す
。
自
省
生
産
自
省
販
売
〔
の
鴉
片
に
対
す
る
徴
税
〕
を
問
う
に
至
っ
て
は
、
山
西
省
の
処
理
が
最
も
順
調
で
、
安
徽
省
が
こ
れ

に
次
ぐ
だ
け
で
す
。
そ
の
他
の
省
は
、
何
れ
も
民
間
が
自
ら
〔
罌
粟
を
〕
栽
培
し
自
ら
〔
鴉
片
を
〕
吸
飲
す
る
と
言
い
、
税
の
出
る

所
が
無
く
、
未
だ
禁
煙
以
前
に
当
た
る
と
、
な
お
も
言
え
ま
し
ょ
う
）
54
（

。

こ
の
様
に
述
べ
た
上
で
、
度
支
部
は
次
の
様
に
主
張
す
る
。
罌
粟
栽
培
地
を
調
べ
、
省
内
の
鴉
片
販
売
を
整
理
す
れ
ば
、
直
ち
に
巨
額

四
五
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の
税
収
を
工
面
で
き
る
の
で
あ
り
、
練
兵
経
費
に
裨
益
す
る
の
み
な
ら
ず
、
各
省
に
払
う
経
費
も
融
通
し
得
る
と
い
う
）
55
（

。

　

か
か
る
度
支
部
の
主
張
か
ら
、
罌
粟
栽
培
地
に
対
す
る
課
税
が
続
い
た
理
由
は
、
次
の
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
度
支
部
は
地
産
地
消

に
当
た
る
鴉
片
か
ら
得
ら
れ
た
税
収
へ
の
関
与
を
強
め
、
陸
軍
部
経
費
を
工
面
す
る
上
で
、
よ
り
好
都
合
な
状
況
を
作
り
出
そ
う
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第
四
節　

土
薬
統
税
の
実
施
に
よ
り
省
が
受
け
た
圧
力

　

土
薬
統
税
の
実
施
に
よ
り
、
山
西
省
が
受
取
る
鴉
片
税
収
は
減
少
し
た
。
宝
棻
は
宣
統
元
年
一
一
月
一
日
の
上
奏
で
、「
山
西
省
の
布

政
使
庫
は
、
元
来
赤
字
で
す
。
鴉
片
税
は
、
実
に
収
入
の
大
宗
で
し
た
。
光
緒
三
〇
年
分
は
、
合
計
で
銀
四
九
万
余
両
を
徴
収
し
て
い

ま
し
た
）
56
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
又
、
宣
統
元
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
山
西
省
の
禁
煙
運
動
を
視
察
し
た
在
華
英
国
公
使
館
員
の
ブ

レ
ナ
ン
（J. F. B

renan

）
は
、
太
原
府
で
当
時
山
西
布
政
使
だ
っ
た
丁
宝
銓
と
面
会
し
、
同
省
の
鴉
片
税
収
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
さ

れ
た
と
い
う
。
即
ち
同
省
は
以
前
、
土
薬
統
税
か
ら
三
〇
万
両
、
罌
粟
栽
培
地
へ
の
付
加
税
（
即
ち
畝
税
）
か
ら
二
〇
万
両
、
計
五
〇
万

両
を
得
て
い
た
と
い
う
）
57
（

。
宝
棻
の
上
奏
に
見
え
て
い
た
「
銀
四
九
万
余
両
」
と
概
ね
一
致
す
る
数
字
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
収
入

の
四
割
が
山
西
省
に
払
戻
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
、
本
稿
の
第
二
章
で
引
い
た
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」
に
記
さ
れ
て

い
た
数
字
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

尤
も
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」
の
伝
え
る
数
字
通
り
に
、
山
西
省
へ
税
収
が
払
戻
さ
れ
て
い
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ

も
疑
わ
し
い
所
が
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
宝
棻
は
宣
統
元
年
一
一
月
一
日
の
上
奏
で
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 四

六
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〔
課
税
対
象
の
鴉
片
を
〕
自
省
生
産
自
省
販
売
、
他
省
生
産
自
省
販
売
、
自
省
生
産
他
省
販
売
と
い
う
各
名
目
に
分
け
、
一
〇
月
か
ら

翌
年
九
月
ま
で
を
一
期
と
し
ま
し
た
。
税
の
配
分
は
、
土
薬
統
税
分
局
が
六
割
で
あ
り
、
山
西
省
が
四
割
で
す
。
第
一
と
第
二
の

両
期
に
山
西
省
が
得
る
べ
き
配
分
額
を
計
算
す
る
と
、
二
二
万
両
と
二
三
万
両
で
す
。
…
…
し
か
し
第
一
と
第
二
の
両
期
に
於
け

る
土
薬
統
税
の
支
払
は
、
官
民
で
未
納
と
な
っ
て
い
る
五
万
余
両
を
除
く
と
、
土
薬
統
税
分
局
に
よ
る
計
算
に
照
ら
し
て
も
、
な

お
も
山
西
省
に
配
分
す
べ
き
銀
が
六
万
か
ら
七
万
両
あ
り
ま
す
。
ま
た
第
二
期
の
一
〇
月
の
後
、〔
罌
粟
〕
栽
培
を
禁
ず
る
前
に
〔
山

西
省
に
〕
配
分
す
べ
き
額
も
、
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
）
58
（

。

山
西
省
に
払
わ
れ
る
筈
の
税
収
が
、
払
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
度
支
部
も
同
年
一
二
月
一
五
日
の
上
奏
で
、

臣
部
が
直
ち
に
督
辦
土
薬
統
税
大
臣
の
柯
逢
時
に
電
報
で
尋
ね
る
と
、
受
取
っ
た
返
答
の
電
報
は
、「
山
西
省
に
は
第
一
期
に
銀
二

四
万
二
一
〇
〇
余
両
を
配
分
す
べ
き
で
あ
り
、
既
に
配
分
し
た
も
の
を
除
い
て
銀
一
万
八
一
〇
〇
余
両
の
不
足
が
補
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
第
二
期
は
銀
二
三
万
八
一
〇
〇
余
両
を
配
分
す
べ
き
で
あ
り
、
既
に
配
分
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て
銀
一
二
万
一
四
〇
〇

余
両
の
不
足
が
補
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
）
59
（

。

と
述
べ
て
お
り
、
山
西
省
に
対
す
る
税
収
の
未
払
い
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
る
。

　

何
故
こ
の
様
な
事
態
が
起
き
た
の
か
。
そ
こ
で
「
土
薬
統
税
章
程
」
を
見
る
と
、「
派
員
条
款
」
に
、

総
局
は
暫
く
武
昌
省
城
に
設
け
る
。
各
省
は
何
れ
も
要
衝
に
分
局
を
設
け
、
暫
く
は
直
隷
と
山
東
に
一
員
を
、
河
南
と
山
西
に
一

員
を
、
四
川
と
雲
南
と
貴
州
に
一
員
を
、
湖
北
に
一
員
を
、
江
西
と
湖
南
に
一
員
を
、
江
蘇
と
安
徽
に
一
員
を
、
浙
江
と
福
建
に

一
員
を
、
陝
西
と
甘
粛
に
一
員
を
、
広
東
と
広
西
に
一
員
を
、
派
遣
す
る
。
こ
れ
ら
計
九
人
は
、
何
れ
も
上
奏
し
て
派
遣
し
、
道

四
七
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員
を
正
辦
と
し
、
税
務
を
総
括
す
る
。
そ
の
責
任
は
極
め
て
重
い
。
該
省
の
余
剰
収
入
数
が
、
該
員
の
功
績
で
あ
る
）
60
（

。

と
あ
る
。
即
ち
各
省
の
土
薬
統
税
分
局
で
税
務
を
総
括
す
る
正
辦
は
、
自
ら
の
管
轄
す
る
省
か
ら
中
央
に
供
給
さ
れ
た
税
収
の
額
を
基

に
し
て
、
勤
務
を
評
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
中
央
に
供
給
さ
れ
る
税
収
が
多
い
程
、
正
辦
は
高
い
評
価
を
受
け
る
。

　

そ
し
て
山
西
省
の
土
薬
統
税
分
局
に
派
遣
さ
れ
た
正
辦
が
、
度
支
部
か
ら
表
彰
さ
れ
た
事
も
確
認
で
き
る
。
度
支
部
は
光
緒
三
四
年

二
月
三
日
の
上
奏
で
、
土
薬
統
税
分
局
に
派
遣
さ
れ
た
官
員
の
幾
人
か
を
表
彰
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
た
柯
逢
時
に
よ
る
咨

文
は
、二

品
銜
江
蘇
補
用
道
の
方
碩
輔
は
、
昨
年
〔
柯
逢
時
が
〕
上
奏
し
て
河
南
、
山
西
両
省
の
土
薬
統
税
〔
分
局
〕
に
派
遣
さ
れ
た
。
該

員
は
先
ず
河
南
省
に
赴
き
、
経
営
が
軌
道
に
乗
り
、
次
い
で
山
西
省
に
赴
く
と
、
自
省
生
産
自
省
販
売
〔
の
鴉
片
に
対
す
る
徴
税
を
〕

整
備
し
、
査
畝
章
程
を
計
画
し
て
協
議
し
た
。
商
人
は
従
順
で
あ
り
、〔
土
薬
統
税
を
〕
遂
行
す
る
事
は
最
も
適
切
で
あ
る
）
61
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
山
西
省
の
土
薬
統
税
分
局
で
正
辦
を
務
め
た
方
碩
輔
な
る
人
物
が
推
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

正
辦
の
勤
務
評
定
が
、
中
央
に
供
給
さ
れ
た
税
収
額
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
以
上
、
正
辦
が
自
ら
の
管
轄
す
る
省
に
払
戻
す
税
収
額

を
減
ら
し
、
中
央
へ
送
る
税
収
額
を
増
や
し
て
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
実
際
に
、
山
西
省
に
対
す
る
税
収
の
未
払
い
は

起
き
て
い
た
。
第
二
章
で
確
認
し
た
所
の
、
土
薬
統
税
収
入
の
動
き
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
山
西
省
が
受
取
っ
て
い
な
か
っ
た
税
収
は
、

土
薬
統
税
分
局
か
ら
度
支
部
へ
送
ら
れ
た
事
に
な
る
。
そ
し
て
度
支
部
も
、
正
辦
の
振
舞
い
を
進
ん
で
処
罰
し
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
中
央
は
各
省
の
鴉
片
税
収
を
吸
収
す
る
為
に
、
土
薬
統
税
を
実
施
し
た
の
で
あ
り
、
正
辦
が
中
央
に
送
る
税
収
額
を
増

や
す
事
は
、
度
支
部
に
と
っ
て
好
都
合
な
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
他
の
省
で
も
同
様
の
事
態
は
起
き
て
い
た
と
考

四
八
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え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

第
五
節　

鴉
片
税
収
が
中
央
化
さ
れ
た
仕
組

　

前
節
ま
で
の
内
容
か
ら
、
土
薬
統
税
の
下
で
鴉
片
税
収
が
中
央
化
さ
れ
た
の
は
、
度
支
部
が
徴
税
機
構
を
運
営
す
る
際
の
主
導
権
を

握
っ
た
事
に
因
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
徴
税
に
伴
う
納
税
証
書
の
交
付
と
、
局
卡
に
お
け
る
納
税
証
書
そ
れ
自
体
の
管
理
と

が
、
土
薬
統
税
分
局
の
押
さ
え
る
所
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
督
撫
の
影
響
下
に
あ
る
「
局
所
」
が
実
際
の
徴
税
業
務
を
行
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
度
支
部
の
主
導
下
に
あ
る
の
と
同
じ
事
に
な
る
。
尤
も
こ
の
仕
組
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
次
の
事
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　

第
一
に
、
こ
れ
は
右
に
述
べ
た
事
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
中
央
は
土
薬
統
税
と
い
う
形
式
の
下
で
な
け
れ
ば
、
各
省
の
鴉
片
税
収
に

関
与
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
度
支
部
は
徴
税
機
構
を
運
営
す
る
主
導
権
を
握
っ
た
。
し
か
し
そ
の
事
が
意
味
を
持
つ
為
に
は
、

各
省
が
土
薬
統
税
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
留
ま
り
続
け
る
、
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
第
二
に
、
土
薬
統
税
と
い
う
制
度
は
、
言
う
な
れ
ば
鴉
片
の
流
通
を
捕
捉
す
る
為
の
網
で
あ
っ
て
、
鴉
片
そ
の
も
の
の
流
れ

で
は
な
い
。
徴
税
と
い
う
手
続
を
経
た
後
に
、
初
め
て
政
府
は
税
収
を
手
に
す
る
。
中
央
が
各
省
に
於
け
る
徴
税
業
務
を
点
検
で
き
る

様
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
徴
税
機
構
と
鴉
片
の
流
通
経
路
と
が
重
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
土
薬
統
税
は
税
収
を
齎
す
手
段
と
し
て
機
能

し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
徴
税
機
構
と
鴉
片
の
流
通
経
路
と
が
重
な
っ
て
い
る
状
態
を
保
ち
得
る
か
否
か
は
、
各
省
の
動
向
に
懸
っ
て
い
た
。
か
か
る

四
九
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事
情
は
、
度
支
部
が
光
緒
三
三
年
一
一
月
四
日
に
行
っ
た
上
奏
の
中
で
、
罌
粟
栽
培
地
の
調
査
や
各
省
内
に
於
け
る
鴉
片
販
売
の
整
理

を
、
各
省
の
為
す
べ
き
事
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
事
か
ら
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
各
省
が
土
薬
統
税
と
い
う
制
度
に
対

し
て
影
響
力
を
行
使
し
得
る
余
地
は
、
な
お
も
残
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
同
じ
上
奏
の
中
で
、
度
支
部
が
山
西
省
の
状
況
を
高
く

評
価
し
て
い
た
の
は
、
当
時
の
同
省
で
執
ら
れ
て
い
た
鴉
片
の
流
通
に
対
す
る
統
制
策
が
、
度
支
部
の
利
害
に
合
致
す
る
結
果
と
な
っ

て
い
た
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
状
況
が
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
た
か
否
か
は
、
自
ず
と
別
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
論
で
述
べ
た
事
を
纏
め
る
。
清
朝
中
央
は
、
新
設
し
た
練
兵
処
の
経
費
を
工
面
す
る
為
に
、
通
過
税
と
し
て
の
土
薬
統
税
を
導
入

し
て
、
各
省
の
鴉
片
税
収
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
制
度
の
下
で
は
、
光
緒
三
〇
年
の
鴉
片
税
収
額
を
各
省
の
定
額
収
入
と
し
、

そ
の
余
剰
分
を
中
央
に
送
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
行
わ
れ
た
税
収
の
配
分
は
、
予
め
決
め
ら
れ
た
比
率
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て

お
り
、
各
省
の
定
額
収
入
と
い
う
基
準
は
無
い
も
同
然
で
あ
っ
た
。

　

土
薬
統
税
の
実
施
に
伴
い
、
武
昌
に
土
薬
統
税
総
局
が
置
か
れ
、
各
省
に
は
土
薬
統
税
分
局
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
機
構
は
、
納

税
証
書
の
管
理
や
、
徴
税
場
所
で
あ
る
局
卡
の
管
轄
を
通
じ
て
、
徴
税
業
務
の
主
導
権
を
握
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
は
、
督
撫

の
影
響
下
に
あ
っ
た
「
局
所
」
に
よ
る
土
薬
統
税
の
徴
収
業
務
も
、
度
支
部
が
主
導
し
て
い
る
の
と
同
じ
事
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

山
西
省
で
は
、
罌
粟
を
栽
培
す
る
土
地
か
ら
徴
収
さ
れ
た
畝
税
が
、
土
薬
統
税
に
繰
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
畝
税
収
入
も
土
薬
統

税
と
同
様
、
所
定
の
比
率
に
基
づ
い
て
、
省
と
中
央
の
間
で
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
土
薬
統
税
を
実
施
し
た
後
に
、
畝
税
の

五
〇
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徴
収
は
停
止
さ
れ
る
筈
だ
っ
た
が
、
度
支
部
は
そ
れ
を
撤
回
さ
せ
た
。
こ
の
事
の
背
景
に
は
、
地
産
地
消
に
当
た
る
鴉
片
か
ら
得
ら
れ

た
税
収
へ
の
関
与
を
強
め
る
と
い
う
、
度
支
部
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

又
、
山
西
省
で
は
、
同
省
に
対
す
る
土
薬
統
税
収
入
の
未
払
い
が
起
き
て
い
た
。
か
か
る
事
態
は
、
土
薬
統
税
分
局
に
派
遣
さ
れ
、

税
務
を
総
括
し
た
正
辦
の
行
動
に
よ
り
、
引
起
こ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
辦
の
勤
務
評
定
は
、
中
央
に
供
給
さ
れ
た
税
収
額

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
事
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
正
辦
は
山
西
省
に
払
戻
す
税
収
額
を
減
ら
し
、
中
央
に
送
る
税
収
額
を
増
や
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

中
央
が
土
薬
統
税
に
よ
っ
て
各
省
の
鴉
片
税
収
を
吸
収
で
き
た
の
は
、
度
支
部
が
徴
税
機
構
を
運
営
す
る
主
導
権
を
握
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
中
央
は
土
薬
統
税
と
い
う
形
式
の
下
で
な
け
れ
ば
、
各
省
の
鴉
片
税
収
に
関
与
で
き
て
い
な
か
っ

た
、
と
い
う
事
で
も
あ
る
。
度
支
部
は
徴
税
機
構
を
運
営
す
る
主
導
権
を
握
っ
た
が
、
そ
れ
は
各
省
が
土
薬
統
税
と
い
う
枠
組
に
留
ま

り
続
け
て
こ
そ
、
意
味
が
あ
る
事
と
な
る
。
又
、
土
薬
統
税
が
税
収
を
齎
す
手
段
と
し
て
機
能
す
る
為
に
は
、
徴
税
機
構
と
鴉
片
の
流

通
経
路
が
重
な
り
合
う
状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
状
態
を
維
持
し
得
る
か
否
か
は
、
各
省
の
動
向
に
懸
っ
て
い
た
。
従
っ
て

各
省
が
土
薬
統
税
と
い
う
制
度
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
余
地
は
、
な
お
も
残
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
禁
煙
運
動
の
進
展
は
、

鴉
片
税
収
が
中
央
化
さ
れ
る
仕
組
に
対
し
、
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。
そ
れ
は
督
撫
た
ち
が
禁
煙
運
動
の
成
果
を
強
調
し
て
い

た
事
と
、
ど
の
様
に
繫
が
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
は
、
別
稿
で
取
組
む
事
と
し
た
い
）
62
（

。

五
一
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註（1
）　

禁
煙
運
動
下
の
施
策
の
概
観
は
、
本
稿
と
問
題
関
心
を
同
じ
く

す
る
別
稿
「
清
末
の
禁
煙
運
動
に
於
け
る
中
央
・
省
関
係　
　

土
薬

統
税
と
の
連
関
を
中
心
に
」（『
中
国
研
究
月
報
』
第
七
七
巻
第
四
号
、

二
〇
二
三
年
）
で
行
っ
た
。
そ
れ
故
、
清
朝
が
行
っ
た
禁
煙
運
動
に

関
す
る
研
究
の
整
理
は
、
最
小
限
に
止
め
る
。
禁
煙
運
動
を
、
社
会

か
ら
鴉
片
を
撲
滅
す
る
試
み
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
于

恩
徳
『
中
国
禁
煙
法
令
変
遷
史
』
中
華
書
局
、
一
九
三
四
年
（
沈
雲

龍
主
編
『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
八
八
輯
、
八
七
八
、
文
海
出
版

社
、
一
九
七
三
年
影
印
）、
第
五
章
以
来
、
今
日
ま
で
続
く
も
の
で
あ

る
。
近
年
、
運
動
の
一
時
期
に
関
す
る
史
料
を
基
に
し
て
成
否
を
評

価
す
る
事
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
為
さ
れ
て
い
る
。
村
上

衛
「
禁
煙
と
吸
煙
の
あ
い
だ　
　

禁
煙
運
動
下
の
閩
南
社
会
」、
斯
波

義
信
・
岡
本
隆
司
編
『
改
訂
増
補
モ
リ
ソ
ン
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
世
界
』

東
洋
文
庫
、
二
〇
一
七
年
、
二
七
九
―
三
〇
四
頁
。
又
、
清
朝
に
よ

る
禁
煙
運
動
は
、
外
国
産
鴉
片
の
輸
入
を
停
止
さ
せ
た
上
で
、
中
国

産
鴉
片
に
対
す
る
専
売
制
を
導
入
す
る
為
の
試
み
だ
っ
た
と
捉
え
る

見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
新
村
容
子
「
モ
リ
ソ
ン
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

よ
り
見
る
二
〇
世
紀
初
頭
ア
ヘ
ン
追
放
運
動
」、
斯
波
・
岡
本
前
掲
編

書
、
二
一
七
―
二
七
七
頁
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
禁
煙
運
動
に
関
す

る
議
論
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
事
に
繫
が
る
も
の
だ
が
、

依
然
と
し
て
運
動
の
成
否
を
問
題
と
し
て
い
る
為
、
従
前
の
議
論
の

形
に
回
帰
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
抱
え
て
い
る
。

（
2
）　

各
地
の
清
朝
官
憲
は
戒
煙
（
鴉
片
吸
飲
者
に
鴉
片
を
断
た
せ
る

試
み
）
を
実
施
す
る
に
際
し
、
戒
煙
薬
と
い
う
一
種
の
薬
剤
を
製
造

し
、
鴉
片
吸
飲
者
に
供
給
し
た
。
し
か
し
戒
煙
薬
は
鴉
片
を
原
料
の

一
つ
と
し
て
い
た
為
、
そ
の
製
造
・
供
給
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た

戒
煙
所
は
事
実
上
、
鴉
片
の
流
通
経
路
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「
戒
煙
よ

り
見
る
清
末
禁
煙
運
動
」『
北
大
史
学
』
第
五
八
号
、
二
〇
一
八
年
、

九
六
―
一
一
二
頁
。

（
3
）　

消
費
を
繞
る
文
化
の
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
中
国
の
鴉
片
問

題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
文
献
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。Frank 

D
ikötter, Lars Laam

ann, Zhou X
un, N

arcotic C
ulture: A H

istory 

of D
rugs in C

hina, London: H
urst and C

om
pany, 2004. Zheng 

Y
angw

en, The Social Life of O
pium

 in C
hina, C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2005.

（
4
）　

清
末
の
鴉
片
税
に
つ
い
て
は
、
林
満
紅
「
晩
清
的
鴉
片
税
（
一

八
五
八
―
一
九
〇
九
）」『
思
与
言
』
第
一
六
巻
第
五
号
、
一
九
七
九

五
二
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年
、
四
二
七
―
四
五
一
頁
が
、
一
九
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
て
課
税

形
態
や
地
方
毎
の
徴
税
状
況
、
徴
収
さ
れ
た
税
収
を
繞
る
中
央
・
省

間
の
関
係
に
論
及
す
る
。
土
薬
統
税
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
、
四
三

五
頁
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
徴
税
原
則
を
簡
単
に
述
べ
る
の
み
で
、

掘
下
げ
た
分
析
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
禁
煙
運
動
に
つ
い
て
も
、
税

収
が
減
少
し
た
原
因
と
捉
え
る
に
止
ま
る
。

　

新
政
時
期
の
財
政
と
鴉
片
税
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
林
前
掲
論
文
、

四
四
一
頁
の
他
、
以
下
を
参
照
。
羅
玉
東
「
光
緒
朝
補
救
財
政
之
方

策
」『
中
国
近
代
経
済
史
研
究
集
刊
』
第
一
巻
第
二
期
、
一
九
三
三

年
、
二
四
二
―
二
五
八
頁
。
黒
田
明
伸
『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界

経
済
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
一
九
八
―
二
〇
八
頁
。

何
漢
威
「
清
季
国
産
鴉
片
的
統
捐
与
統
税
」、
全
漢
昇
教
授
九
秩
栄
慶

祝
寿
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
『
薪
火
集　
　

伝
統
与
近
代
変
遷
中
的

中
国
経
済　
　

全
漢
昇
教
授
九
秩
栄
慶
祝
寿
論
文
集
』
稲
郷
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
、
五
四
五
―
五
八
九
頁
。
劉
増
合
『
鴉
片
税
収
与
清
末

新
政
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
、
三
、

五
章
。

　

土
薬
統
税
に
つ
い
て
の
専
論
は
、
管
見
の
限
り
で
は
何
前
掲
論
文

と
劉
前
掲
書
、
第
三
章
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調

査
会
編
『
清
国
行
政
法
』
第
六
巻
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
一
九

一
三
年
（
南
天
書
局
、
一
九
八
九
年
影
印
）、
一
一
一
―
一
一
二
頁
、

及
び
羅
前
掲
論
文
と
黒
田
前
掲
書
の
前
述
箇
所
に
言
及
が
見
ら
れ
る

が
、
制
度
の
概
説
に
止
ま
る
。
そ
の
他
、
于
前
掲
書
、
一
三
九
―
一

四
四
頁
、
王
宏
斌
『
禁
毒
史
鑑
』
岳
麓
書
社
、
一
九
九
七
年
、
二
六

五
―
二
六
六
頁
、
秦
和
平
『
四
川
鴉
片
問
題
与
禁
煙
運
動
』
四
川
民

族
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
―
三
四
頁
等
、
禁
煙
運
動
に
対
す

る
関
心
か
ら
行
わ
れ
た
研
究
も
、
新
政
と
鴉
片
税
収
の
関
係
や
、
土

薬
統
税
の
実
施
に
言
及
す
る
も
の
の
、
財
政
史
の
文
脈
か
ら
行
わ
れ

た
研
究
と
大
き
く
異
な
る
内
容
で
は
な
い
。

　

な
お
劉
前
掲
書
、
一
一
七
―
一
三
六
頁
、
及
び
劉
増
合
『
嬗
変
之

境　
　

晩
清
経
済
与
社
会
研
究
疏
稿
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二

〇
一
七
年
、
二
九
三
―
三
三
四
頁
に
拠
る
と
、
土
薬
統
税
と
並
行
し

て
各
省
で
は
鴉
片
の
専
売
制
が
試
み
ら
れ
た
が
、
度
支
部
や
在
華
英

国
当
局
か
ら
の
圧
力
も
あ
り
、
実
現
し
た
地
域
は
限
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。

（
5
）　

李
鵬
年
他
編
『
清
代
中
央
国
家
機
関
概
述
』
黒
龍
江
人
民
出
版

社
、
一
九
八
三
年
、
一
六
一
―
一
六
二
頁
。
又
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調

査
会
編
『
清
国
行
政
法
』
第
一
巻
上
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
一

九
一
四
年
（
南
天
書
局
有
限
公
司
、
一
九
八
九
年
影
印
）、
二
九
〇
頁

も
参
照
。

（
6
）　

羅
玉
東
『
中
国
釐
金
史
』
上
冊
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年

（
大
東
図
書
公
司
、
一
九
七
七
年
影
印
）、
七
二
頁
。
近
藤
秀
樹
「
清

五
三
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代
の
捐
納
と
官
僚
社
会
の
終
末
（
下
）」『
史
林
』
第
四
六
巻
第
四
号
、

一
九
六
三
年
、
五
九
二
―
五
九
三
頁
。
岩
井
茂
樹
『
中
国
近
世
財
政

史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
二
―
一

三
七
頁
。

（
7
）　

省
財
政
が
形
成
さ
れ
る
土
台
と
な
っ
た
、「
局
所
」
を
梃
子
と
す

る
督
撫
の
権
限
拡
大
を
、
中
央
の
各
省
に
対
す
る
統
制
力
の
低
下
と

捉
え
る
例
と
し
て
、
岩
井
前
掲
書
、
第
三
章
を
参
照
。
そ
れ
に
対
し
、

新
政
期
に
於
け
る
督
撫
の
任
期
の
傾
向
と
、
同
時
期
に
各
省
で
進
め

ら
れ
た
「
局
所
」
の
統
廃
合
の
進
捗
状
況
と
を
組
合
わ
せ
、
中
央
の

各
省
に
対
す
る
統
合
の
維
持
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
例
と
し
て
、
土

居
智
典
「
光
緒
新
政
時
期
の
清
朝
中
央
に
よ
る
地
方
統
治
と
省
財
政

機
関
の
再
編
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四

四
号
、
二
〇
一
六
年
、
二
六
―
四
八
頁
を
参
照
。
山
本
一
「
清
末
山

西
省
の
財
政
改
革
と
「
局
所
」」『
社
会
経
済
史
学
』
第
七
九
巻
第
四

号
、
二
〇
一
四
年
、
五
〇
一
―
五
一
九
頁
は
、
張
之
洞
が
一
八
八
〇

年
代
の
山
西
省
で
攤
捐
を
整
理
す
る
際
、「
局
所
」
を
活
用
す
る
事
で

布
政
使
司
と
は
独
立
し
た
財
政
基
盤
を
作
り
上
げ
た
事
に
つ
い
て
、

中
央
集
権
的
な
体
制
の
枠
組
内
で
、
中
央
か
ら
の
財
政
的
圧
力
に
対

応
し
つ
つ
、
地
方
行
政
を
柔
軟
に
遂
行
す
る
施
策
の
結
果
と
し
て
生

ま
れ
た
状
況
と
捉
え
る
。
督
撫
の
権
限
拡
大
と
い
う
現
象
を
ど
う
見

る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
様
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
「
局
所
」

の
活
動
で
得
ら
れ
た
収
入
の
扱
い
が
、
中
央
と
省
の
間
で
摩
擦
を
引

起
す
要
因
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
事
は
、
共
通
し
て
認
め
る
所
と
な
っ

て
い
る
様
に
見
え
る
。
後
述
す
る
清
理
財
政
の
研
究
も
、
そ
の
点
は

同
様
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）　

林
満
紅
（
木
越
義
則
訳
）「
中
国
産
ア
ヘ
ン
の
販
売
市
場
（
一
八

七
〇
年
代
〜
一
九
〇
六
年
）」『
東
方
学
報
』
京
都
、
第
七
八
冊
、
二

〇
〇
六
年
、
二
七
七
―
二
七
六
頁
。
山
西
省
の
気
候
の
寒
冷
さ
や
、

罌
粟
栽
培
に
よ
り
食
料
生
産
を
阻
害
す
る
事
も
多
か
っ
た
と
い
う
事

情
は
、
罌
粟
栽
培
の
拡
大
を
制
約
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
。
同

省
に
於
け
る
鴉
片
の
需
給
状
況
が
自
給
自
足
的
で
あ
っ
た
の
も
、
同

省
の
鴉
片
生
産
が
省
外
に
広
い
市
場
を
獲
得
し
得
る
程
に
は
拡
大
で

き
な
か
っ
た
為
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
省
外
へ
大
量
の
鴉
片
を
移

出
し
て
い
た
、
南
方
の
主
要
な
鴉
片
産
地
で
あ
る
四
川
省
等
と
の
違

い
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
新
村
容
子
『
ア
ヘ
ン
貿
易
論
争　
　

イ
ギ

リ
ス
と
中
国
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
八
七
―
二
八
八
頁
。

林
満
紅
（
木
越
義
則
訳
）「
清
末
に
お
け
る
国
産
ア
ヘ
ン
に
よ
る
輸
入

ア
ヘ
ン
の
代
替
（
一
八
〇
五
―
一
九
〇
六
）　　

近
代
中
国
に
お
け
る

「
輸
入
代
替
」
の
一
事
例
研
究
」、
中
村
哲
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
経
済

の
史
的
構
造
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
九
四
―
九
五
頁
。

（
9
）　

宣
統
三
年
七
月
一
九
日
に
、
四
川
省
や
東
三
省
と
共
に
、
罌
粟

栽
培
の
撲
滅
が
宣
言
さ
れ
た
。H

. B
. M

orse, The International 

五
四
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Relations of the C
hinese Em

pire, Vol. III, London: Longm
ans, 

G
reen and C

o., 1918, p. 438.

（
10
）　

練
兵
処
及
び
陸
軍
部
に
よ
る
新
式
陸
軍
の
建
設
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。
波
多
野
善
大
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』
河
出
書
房
新

社
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
八
―
一
一
二
頁
。
Ｊ
・
チ
ェ
ン
（
守
川
正

道
訳
）『
袁
世
凱
と
近
代
中
国
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
八
三
―

九
三
頁
。

（
11
）　

清
代
の
戸
部
に
よ
る
財
政
管
理
は
、
岩
井
前
掲
書
、
第
二
章
を

参
照
。

（
12
）　

黒
田
前
掲
書
、
二
〇
三
頁
。
羅
前
掲
論
文
、
二
四
九
―
二
五
三

頁
。
劉
前
掲
『
鴉
片
税
収
与
清
末
新
政
』、
五
五
―
五
六
頁
。

（
13
）　

東
亜
同
文
会
編
『
支
那
経
済
全
書
』
第
一
輯
、
東
亜
同
文
会
、

一
九
〇
七
年
、
六
二
九
―
六
三
〇
頁
に
拠
る
と
、
予
定
さ
れ
た
一
〇

〇
〇
万
両
に
対
し
、
集
っ
た
の
は
五
四
五
万
四
〇
〇
〇
両
だ
っ
た
。

（
14
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
二
年
第
一
期
、
光
緒
三
一
年
一
月
二
五
日
、
財

政
、「
練
兵
大
臣
兵
部
侍
郎
鉄
奏
請
試
辦
八
省
土
膏
統
捐
並
派
員
経
理

情
形
摺
」、
九
―
一
二
頁
。

（
15
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
二
年
第
七
期
、
光
緒
三
一
年
七
月
二
五
日
、
財

政
、「
財
政
処
戸
部
会
奏
遵
旨
籌
議
八
省
土
膏
統
捐
請
派
大
員
管
理

摺
」、
一
〇
四
―
一
〇
六
頁
。
柯
逢
時
は
湖
北
省
武
昌
の
人
、
光
緒
九

年
（
一
八
八
三
）
の
進
士
で
、
張
之
洞
の
門
弟
だ
っ
た
と
い
う
。
劉

前
掲
『
鴉
片
税
収
与
清
末
新
政
』、
七
〇
頁
。

（
16
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
三
年
第
七
期
、
光
緒
三
二
年
六
月
二
五
日
、
財

政
、「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
二
二
―
一

二
六
頁
。
尤
も
こ
の
上
奏
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
土
薬
統
税
章
程
に
拠

る
と
、
江
西
、
安
徽
、
湖
南
、
湖
北
、
広
東
、
広
西
の
諸
省
に
は
稍

特
殊
な
規
定
が
設
け
ら
れ
、
必
ず
し
も
光
緒
三
〇
年
の
鴉
片
税
収
額

が
定
額
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
様
で
あ
る
。
同
前
、
一
三
二
―
一

三
三
頁
。

（
17
）　
『
大
清
徳
宗
景
皇
帝
実
録
』（
以
下
、『
徳
宗
実
録
』
と
略
記
）
巻

五
六
五
、
光
緒
三
二
年
一
〇
月
甲
子
の
条
、
管
理
八
省
土
膏
統
捐
事

宜
戸
部
右
侍
郎
柯
逢
時
奏
、
第
二
葉
ａ
―
ｂ
。

（
18
）　
『
政
治
官
報
』
第
八
一
四
号
、
宣
統
元
年
一
二
月
二
〇
日
、
摺
奏

類
、「
督
辦
土
薬
統
税
大
臣
柯
逢
時
奏
裁
撤
土
税
各
分
局
情
形
摺
」。

（
19
）　
『
政
治
官
報
』
第
一
二
二
五
号
、
宣
統
三
年
三
月
二
日
、
摺
奏

類
、「
度
支
部
奏
裁
撤
土
薬
統
税
各
局
請
将
善
後
事
宜
責
成
各
省
督
撫

辦
理
摺
」。
但
し
こ
の
決
定
を
承
け
、
当
時
残
っ
て
い
た
土
薬
統
税
総

局
と
分
局
が
実
際
に
廃
止
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
上
奏
よ
り
後
の
事
と

な
る
。

（
20
）　

黒
田
前
掲
書
、
二
〇
五
頁
。
何
前
掲
論
文
、
五
八
六
頁
。
劉
前

掲
『
鴉
片
税
収
与
清
末
新
政
』、
一
四
四
―
一
四
五
頁
。

（
21
）　

清
理
財
政
政
策
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
羅
前
掲
論
文
、

五
五
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二
五
八
―
二
七
〇
頁
。
趙
学
軍
「
清
末
的
清
理
財
政
」、
王
暁
秋
・
尚

小
明
主
編
『
戊
戌
維
新
与
清
末
新
政
』
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九

八
年
、
二
八
六
―
三
一
三
頁
。
岩
井
茂
樹
「
中
華
帝
国
財
政
の
近
代

化
」、
飯
島
渉
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
一　

中
華
世
界
と

近
代
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
一
―
一
二
五
頁
。

土
居
智
典
「
清
末
預
備
立
憲
時
期
に
お
け
る
財
政
制
度
改
革　
　

清

理
財
政
局
を
中
心
と
し
て
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
八
〇
巻
第
二
号
、

二
〇
一
四
年
、
一
七
三
―
一
九
三
頁
。
佐
藤
淳
平
『
近
代
中
国
財
政

史　
　
「
外
省
」
か
ら
「
地
方
」
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇

年
、
第
一
、
二
章
。

（
22
）　

羅
前
掲
論
文
、
二
六
七
―
二
七
〇
頁
。
趙
前
掲
論
文
、
二
九
〇

―
三
〇
九
頁
。
岩
井
前
掲
論
文
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。
土
居
前
掲

「
清
末
預
備
立
憲
時
期
に
お
け
る
財
政
制
度
改
革
」、
一
七
六
―
一
八

九
頁
。
佐
藤
前
掲
書
、
五
九
―
六
四
頁
。
督
撫
が
中
央
の
裁
可
を
経

ず
、
独
自
の
裁
量
で
動
か
し
た
経
費
で
あ
る
外
銷
と
、
中
央
に
会
計

報
告
が
行
わ
れ
た
経
費
で
あ
る
内
銷
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

羅
前
掲
論
文
、
二
六
三
頁
。
岩
井
前
掲
書
、
第
四
章
。

（
23
）　

山
西
清
理
財
政
局
編
『
山
西
全
省
財
政
説
明
書
』、
一
九
一
〇
年

（
経
済
学
会
編
『
財
政
説
明
書　
　

河
南
省
・
山
西
省
』
経
済
学
会
、

一
九
一
五
年
復
刻
）、
第
二
種
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明

書
」、「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
款
説
明
書
」、
第
三
類
「
土
薬
税
収
入
」、

「
土
薬
統
税
」、
一
四
頁
。

（
24
）　

前
掲
「
山
西
藩
庫
内
外
銷
収
支
各
款
説
明
書
」、「
例
言
」、
一
頁

に
拠
る
と
、
定
額
の
あ
る
税
目
に
つ
い
て
は
そ
の
定
額
を
記
載
し
、

定
額
の
無
い
税
目
に
つ
い
て
は
光
緒
三
四
年
の
実
数
を
記
載
し
た
と

い
う
。

（
25
）　

前
掲
「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
二
六

―
一
三
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）　

同
前
、
一
三
二
頁
。

（
27
）　

同
前
、
一
三
三
―
一
三
四
頁
。

（
28
）　

同
前
、
一
三
一
頁
。

（
29
）　

同
前
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
30
）　

同
前
、
一
二
七
頁
。

（
31
）　

同
前
、
一
二
六
―
一
二
七
頁
。

（
32
）　

同
前
、
一
二
八
頁
。

（
33
）　

同
前
、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

（
34
）　

同
前
、
一
三
一
―
一
三
二
頁
。

（
35
）　

同
前
、
一
二
九
頁
。

（
36
）　

同
前
、
一
二
八
頁
。

（
37
）　
『
政
治
官
報
』
第
三
七
七
号
、
光
緒
三
四
年
一
〇
月
一
九
日
、
摺

奏
類
、「
山
西
巡
撫
宝
棻
奏
請
截
留
土
薬
税
籌
辦
禁
煙
善
後
事
宜
摺
」。

（
38
）　
『
政
治
官
報
』
第
二
一
一
号
、
光
緒
三
四
年
五
月
一
日
、
摺
奏

五
六
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類
、「
民
政
部
会
奏
酌
擬
禁
煙
稽
核
章
程
厳
定
考
成
辦
法
摺
併
単
」。

（
39
）　
『
徳
宗
実
録
』
巻
五
六
一
、
光
緒
三
二
年
六
月
丙
戌
の
条
、
山
西

巡
撫
恩
壽
奏
、
第
九
葉
ａ
。『
山
西
全
省
財
政
説
明
書
』
第
一
種
「
山

西
全
省
財
政
沿
革
利
弊
説
明
書
」、
第
二
編
「
各
論
上　

国
家
財
政
」、

第
一
章
「
藩
庫
」、
第
四
節
「
藩
署
辦
公
処
之
縁
起
」、
八
八
頁
。
武

静
清
・
陳
興
国
『
十
九
世
紀
末
二
十
世
紀
初
葉
山
西
財
政
与
経
済
』

中
国
財
政
経
済
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
五
三
―
五
四
頁
。
山
本
前

掲
論
文
、
五
一
九
頁
。
山
西
省
を
含
む
幾
つ
か
の
省
で
は
、
清
理
財

政
政
策
の
開
始
に
先
立
ち
、「
財
政
局
」
と
い
っ
た
名
称
の
機
構
を
設

け
、
そ
こ
に
省
内
の
「
局
所
」
が
果
た
し
て
い
た
財
政
機
能
を
統
合

さ
せ
て
い
た
と
い
う
。
土
居
前
掲
「
光
緒
新
政
時
期
の
清
朝
中
央
に

よ
る
地
方
統
治
と
省
財
政
機
関
の
再
編
に
つ
い
て
の
一
考
察
」、
三
四

頁
。

（
40
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
三
年
第
一
一
期
、
光
緒
三
二
年
一
〇
月
二
五

日
、
財
政
、「
各
省
財
政
彙
誌
」、
二
五
二
頁
。

（
41
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
三
年
第
九
期
、
光
緒
三
二
年
八
月
二
五
日
、
財

政
、「
山
西
財
政
処
章
程
」、
二
〇
五
頁
。

（
42
）　

同
前
、
二
〇
四
頁
。

（
43
）　

同
前
、
二
〇
三
頁
。

（
44
）　

同
前
、
二
〇
四
頁
。

（
45
）　

前
掲
「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
三
〇

頁
。

（
46
）　

同
前
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
47
）　
『
政
治
官
報
』
第
七
六
九
号
、
宣
統
元
年
一
一
月
四
日
、
摺
奏

類
、「
又
奏
請
将
統
税
准
抵
解
部
各
款
片
」。

（
48
）　

前
掲
「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
二
八

頁
。

（
49
）　
『
東
方
雑
誌
』
第
四
年
第
三
期
、
光
緒
三
三
年
三
月
二
五
日
、
内

務
、「
度
支
部
奏
議
覆
内
閣
学
士
兼
礼
部
侍
郎
銜
呉
通
籌
禁
煙
辦
法

摺
」、
一
〇
〇
頁
。

（
50
）　
『
政
治
官
報
』
第
四
二
九
号
、
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
二
日
、
摺

奏
類
、「
度
支
部
奏
議
覆
晋
撫
奏
籌
辦
禁
煙
請
截
留
土
税
以
充
経
費

摺
」。

（
51
）　
『
光
緒
朝
東
華
録
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
、
第
五
冊
）
光

緒
三
三
年
八
月
甲
子
の
条
、
柯
逢
時
・
程
儀
洛
奏
、
総
五
七
三
四
―

五
七
三
五
頁
。

（
52
）　

同
前
。
四
川
省
は
光
緒
三
三
年
に
土
薬
統
税
を
停
止
し
、
税
務

を
自
ら
処
理
す
る
事
と
な
っ
た
。
自
省
産
鴉
片
に
つ
い
て
は
、
地
産

地
消
の
場
合
と
省
外
へ
移
出
さ
れ
る
場
合
と
を
問
わ
ず
、
土
薬
統
税

以
前
の
規
則
に
準
じ
て
課
税
し
、
省
外
へ
移
出
さ
れ
た
鴉
片
に
つ
い

て
は
、
出
境
し
て
最
初
に
通
過
し
た
局
卡
で
土
薬
統
税
を
改
め
て
徴

収
す
る
事
と
さ
れ
た
。
四
川
清
理
財
政
局
編
『
四
川
全
省
財
政
説
明

五
七
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書
』、
一
九
一
〇
年
（
経
済
学
会
編
『
財
政
説
明
書　
　

新
疆
省
・
四

川
省
』
経
済
学
会
、
一
九
一
五
年
復
刻
）「
土
税
説
明
書
」、
三
四
頁
。

同
様
の
措
置
は
雲
南
省
と
貴
州
省
に
も
適
用
さ
れ
た
と
い
う
。『
政
治

官
報
』
第
二
一
一
号
、
光
緒
三
四
年
五
月
一
日
、
摺
奏
類
、「
度
支
部

奏
貴
州
土
税
擬
仿
川
滇
両
省
変
通
辦
理
片
」。

（
53
）　
『
政
治
官
報
』
第
五
六
号
、
光
緒
三
三
年
一
一
月
一
六
日
、
摺
奏

類
、「
度
支
部
議
覆
統
税
大
臣
奏
土
薬
税
絀
請
裁
部
局
帰
各
省
自
辦

摺
」。

（
54
）　

同
前
。

（
55
）　

同
前
。

（
56
）　

前
掲
「
又
奏
請
将
統
税
准
抵
解
部
各
款
片
」。

（
57
）　H

ouse of C
om

m
ons Parliam

entary Papers, C
hina. N

o. 3
 

(1909), D
espatches from

 H
is M

ajesty’s M
inister at Peking, 

forw
arding Reports respecting the O

pium
 Q

uestion in C
hina, 

Incl. 2
 in N

o. 1, Sir J. Jordan to Sir Edw
ard G

rey, Peking, O
ct. 

21, 1909, p. 30.

（
58
）　

前
掲
「
又
奏
請
将
統
税
准
抵
解
部
各
款
片
」。
未
納
の
税
が
存
在

す
る
と
い
う
事
態
は
、
土
薬
統
税
を
納
め
る
手
段
で
あ
る
現
銀
を
用

意
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
措
置
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
二
七
―
一

二
八
頁
に
拠
る
と
、
三
つ
の
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、

商
人
の
持
つ
鴉
片
を
税
の
抵
当
と
し
、
三
箇
月
を
期
限
と
す
る
証
書

を
商
人
に
対
し
て
発
行
す
る
。
商
人
は
そ
の
証
書
を
持
っ
て
鴉
片
の

受
取
り
、
運
搬
、
販
売
を
す
る
。
証
書
の
期
限
が
過
ぎ
て
も
鴉
片
を

受
取
ら
な
け
れ
ば
、
官
が
税
額
に
照
ら
し
て
鴉
片
を
売
捌
き
、
証
書

を
回
収
す
る
。
第
二
に
、
税
額
が
多
い
も
の
の
、
局
の
あ
る
場
所
が

大
き
な
鎮
で
は
な
く
、
現
銀
の
調
達
が
困
難
な
場
合
、
商
人
が
局
に

対
し
て
一
箇
月
を
期
限
と
す
る
手
形
を
振
出
し
、
納
税
に
代
え
る
。

商
人
が
閉
店
し
た
場
合
、
そ
の
商
人
に
賠
償
さ
せ
る
。
第
三
に
、
僻

地
の
州
県
で
現
銀
が
不
足
し
て
い
る
場
合
、
制
銭
や
銀
元
に
よ
る
納

税
を
認
め
、
各
土
薬
統
税
分
局
が
地
域
の
市
場
価
格
に
照
ら
し
て
詳

細
に
納
税
額
を
見
積
り
、
低
く
抑
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
措
置
が
繰
返
さ
れ
る
内
に
、
未
納
の
税
が
累
積
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
59
）　
『
政
治
官
報
』
第
八
一
四
号
、
宣
統
元
年
一
二
月
二
〇
日
、
摺
奏

類
、「
度
支
部
奏
核
覆
晋
撫
奏
統
税
局
応
撥
晋
省
銀
両
請
抵
解
部
各
款

摺
」。

（
60
）　

前
掲
「
財
政
処
戸
部
会
奏
議
覆
各
省
膏
捐
辦
法
摺
片
」、
一
二
九

頁
。

（
61
）　
『
政
治
官
報
』
第
一
四
三
号
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
一
日
、
摺
奏

類
、「
度
支
部
等
会
奏
辦
理
土
税
出
力
人
員
択
尤
請
奨
摺
」。

（
62
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
清
末
の
禁
煙
運
動
に
於
け

五
八
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る
中
央
・
省
関
係
」
で
論
じ
た
。

【
附
記
】
筆
者
は
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
院
が
行
う
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
人
文
学
と
社
会
」
の
令
和
三
年
度
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス

タ
ン
ト
と
し
て
、
同
研
究
院
か
ら
研
究
上
の
支
援
を
受
け
た
。
本
稿

は
そ
の
際
に
得
ら
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
・
学
芸
員
）

五
九
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ters and other problems, such as the spread of poverty, degraded government 

officials, and rampant corruption, became increasingly serious in the second 

half of the Latter Han period.

     During the same period, a recovery policy emerged in which local gov-

ernors unconditionally forgave bandits and accepted their surrender. However, 

the forgiveness of bandits was originally the exclusive prerogative of the em-

peror. In fact, during the Former Han dynasty, local governors were sometimes 

punished for forgiving bandits on their own. However, in the second half of 

the Latter Han period, this punishment was not apparent as local governors 

were recognized and honored by the imperial court instead. Specifically, this 

shift was due to the recovery policy implemented by regional governors that 

included measures for rebuilding people’s lives, such as reducing harsh ad-

ministration. These measures were more effective than pardon in dissolving 

bandits and preventing their re-emergence.

The Centralized Excise Collection System for Native Opium

at the End of the Qing Dynasty

BANDO Yutaka

     The central government of the Qing Dynasty established the Commis-

sion for Army Reorganization in 1903 and then created the centralized excise 

collection system for native opium (tuyao tongshui 土藥統稅) in 1905 to fi-

nance the Commission. This article analyzes the operation of this system in 

Shanxi Province, one of the chief opium-growing districts at that time.

     Under this system, tax revenue was distributed as follows: the provin-

cial government’s incomes were fixed based on their opium tax revenue in 

1904, and the central government received the excess income. However, the 

provincial governments did not gain a fixed income, because the tax revenue 

was distributed between the central and provincial governments in a predeter-

ii
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mined ratio. The head office for the collection of the excise on native opium 

was located in Wuchang, with a branch in each province. These institutions, 

affiliated with the Ministry of Finance, collected tax, issued tax payment cer-

tificates, and maintained stations for tax collection.

     In Shanxi Province, revenues from a tax levied on land where poppies 

were cultivated were distributed between the central and provincial govern-

ments in the same way as the excise on native opium. This indicates that the 

Ministry of Finance sought deeper involvement in the collection of the tax for 

opium produced for local consumption. In addition, the branch office for the 

collection of the excise on native opium owed excise revenue to the provincial 

government. This suggests that the head of the branch office reduced the 

amount of tax revenue distributed to the provincial government, and increased 

the amount distributed to the central government.

     Under this system, the Ministry of Finance had the lead role in tax col-

lection, which was why the central government was able to centralize opium 

tax revenue. However, this also means that the central government had no al-

ternative means of centralizing opium tax revenue. In addition, the system’s 

success depended on whether provincial governments supported the traffic of 

opium to facilitate excise collection by the head office and its branches.

Jewish Intellectuals and the ‘Citizen, Speak Turkish!’

Campaign in Early Republican Turkey

IWAMOTO Hirofumi

     This paper examines the responses of two prominent Jewish intellectu-

als, Tekin Alp and Avram Galanti, to the ‘Citizen, Speak Turkish!’ Campaign 

in 1928, which was the biggest campaign demanding that all non-Turk-

ish-speaking citizens speak the Turkish language during early republican Tur-

key. During the campaign, Jews were harassed in public spaces because they 

iii
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