
テユーダー中期の財政危機と国家財政運営(井内)

テ
ユ
ー
ダ
ー
中
期
の
財
政
危
機
と
国
家
財
政
運
営

1
国
王
金
庫
(
K
i
n
g
'
s
C
o
f
f
e
r
s
)
の
運
用
の
分
析
を
中
心
と
し
て

井
　
　
内
　
　
太

は

じ

め

に

近
年
の
テ
ユ
ー
ダ
ー
行
財
政
史
研
究
の
成
果
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で

そ
の
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
宮
内
府
(
t
h
e
 
K
i
n
g
'
s

H
o
u
s
e
h
o
l
d
)
の
分
析
な
ら
び
に
そ
の
再
検
討
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ

(
1
)

と
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
-
こ
の
問
題
は
'
か
つ
て
エ
ル
ト
ソ
が

提
唱
し
た
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
論
(
T
h
e
T
u
d
o
r
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
」

(
-
M
)

の
見
直
し
に
も
関
連
し
て
-
る
議
論
で
あ
る
。
エ
ル
ト
ン
は
、
へ
ソ
リ

八
世
治
世
半
ば
の
一
五
三
〇
年
代
に
'
ク
t
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
イ
ニ
シ
ア
テ
・

イ
ヴ
の
も
と
で
官
僚
制
的
な
部
局
が
発
達
し
'
宮
内
府
か
ら
の
自
律
化

傾
向
を
強
め
る
と
と
も
に
'
国
家
統
治
の
主
導
権
を
ほ
ぼ
完
全
に
奪
い
、

の
み
な
ち
ず
宮
内
府
さ
え
も
そ
の
過
程
で
官
僚
制
的
な
部
局
へ
と
脱
皮

し
,
そ
の
後
ふ
た
た
び
宮
内
府
が
そ
の
中
心
に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
す
る
。
か
れ
は
一
五
三
〇
年
代
の
こ
れ
ら
一
連
の
変
化
を
革
命

的
変
化
と
捉
え
へ
そ
こ
に
「
近
代
」
の
萌
芽
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
か
れ
の
議
論
は
'
テ
ユ
ー
ダ
ー
期
の
統
治
機
構
を
宮
内
府
と
国
家

官
僚
制
的
部
局
、
機
能
的
に
は
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
的
・
非
公
式
・
融
通

性
・
未
組
織
に
対
し
て
官
僚
制
的
・
公
式
・
部
局
化
と
い
う
よ
う
に
二

項
対
立
的
な
い
し
は
二
元
論
的
に
捉
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い

え
る
。筆

者
は
別
の
機
会
に
、
当
時
の
財
務
行
政
の
実
態
を
検
討
し
て
見
る

と
,
そ
れ
を
二
元
論
的
に
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま

た
両
者
が
対
立
し
合
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
相
互
に
補
完
し
合
い

(
3
)

な
が
ら
機
能
し
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
重
要
な
問
題

紘
,
こ
の
時
期
の
国
家
統
治
に
果
た
し
た
宮
内
府
の
役
割
が
、
近
代
化

(
官
僚
制
度
の
発
達
)
に
逆
行
す
る
も
の
と
し
て
あ
ま
り
に
過
小
評
価

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
宮
内
府
の
再
検
討
の
議
論
も
ま
さ

に
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る

が
,
重
要
な
点
は
'
宮
内
府
を
派
閥
抗
争
の
場
で
あ
る
と
か
'
街
示
的
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消
費
の
場
と
し
て
で
は
な
く
王
国
統
治
の
た
め
に
有
効
な
「
支
配
装

置
」
と
⊥
て
位
置
付
け
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
'
へ

・
ソ
リ
八
世
時
代
に
実
施
さ
れ
た
宮
内
府
の
組
織
改
革
を
通
じ
て
新
た
に

設
置
さ
れ
た
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
t
バ
ー
(
P
r
i
v
y
 
C
h
a
m
b
e
r
)
の
宮
内

府
内
部
に
お
け
る
機
能
へ
・
さ
ら
に
国
家
統
治
と
の
関
わ
り
方
を
検
討
し

な
が
ら
、
宮
内
府
の
再
評
価
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「

本
稿
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
の
流
れ
を
う
け
て
'
事
実
上

プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
`
~
I
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
国
王
金
庫
(
K
i
n
g
'
s

C
o
f
f
e
r
)
が
'
い
わ
ゆ
る
財
政
危
機
の
時
期
と
呼
ば
れ
る
テ
ユ
ー
ダ
ー

中
期
の
国
家
財
政
運
営
に
果
た
し
た
役
割
を
検
討
し
な
が
ら
'
こ
の
問

u
i
L
乃

題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
主
に
三
つ
あ

る
。ま

ず
従
来
の
テ
ユ
ー
ダ
ー
財
務
行
政
の
研
究
は
、
国
家
財
政
収
入
・

支
出
に
関
す
る
研
究
は
多
い
も
の
の
'
各
財
政
部
局
の
余
剰
金
の
処
理

と
そ
の
用
途
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と

も
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
は
'
各
財
政
部
局
の
余
剰
金
の
か
な
り

の
部
分
が
'
宮
内
府
内
部
の
国
王
金
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

財
政
危
機
へ
の
対
応
は
'
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
国
王
が
非
公
式
か
つ
迅

速
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
準
備
金
の
用
途
に
こ
そ
へ
そ
の
特
徴
を
兄

い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
。
第
二
点

目
と
し
て
へ
　
こ
の
時
期
に
国
王
金
庫
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
で
い
た

と
す
る
と
'
そ
れ
が
当
時
の
財
務
行
政
機
構
の
在
り
方
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
へ
ま
た
そ
も
そ
も
危
機
の
克
服
に
な
ぜ
国
王
金

庫
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
そ

の
解
明
が
宮
内
府
の
再
検
討
と
い
う
第
三
の
理
由
に
帰
着
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

註
(
-
)
　
そ
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
'
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
S
t
㌢
k
e
y
,

D
.
,
T
h
e
K
i
n
g
'
s
P
r
i
v
y
C
h
a
m
b
e
r
,
1
4
8
5
-
1
5
4
7
(
以
下
P
.
C
.
略

記
)
'
,
(
u
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
P
h
.
D
.
t
h
e
s
i
s
,
1
9
7
3
)
;
D
o
,

'
C
o
u
r
t
a
n
d
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
(
以
下
C
.
G
.
略
記
)
'
,
i
n
S
t
a
r
k
e
y
,
e
t

a
1
.
,
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
R
e
a
s
s
e
s
s
e
d
(
以
下
R
.
R
.
略
記
)
,
(
O
x
f
o
r
d
,
1
9
8
6
)
,

C
h
.
2
;
D
o
,
'
I
n
t
i
m
a
c
y
a
n
d
l
n
n
o
v
a
t
i
o
n
:
t
h
e
r
i
s
e
o
f
t
h
e
P
r
i
v
y

C
h
a
m
b
e
r
(
以
下
L
I
.
略
記
)
'
,
i
n
S
t
a
r
k
e
y
e
t
.
a
1
.
.
T
h
e
E
n
g
l
i
s
h

C
o
u
r
t
(
以
下
R
C
.
略
記
)
,
(
L
o
n
d
o
n
,
1
9
8
7
)
,
C
h
.
3
;
H
o
a
l
(
,
D
.
,

'
T
h
e
 
P
r
i
v
y
 
C
h
a
m
b
e
r
,
1
5
4
7
-
1
5
5
3
　
(
以
下
P
.
C
.
略
記
　
i
n

G
u
t
h
,
D
.
J
.
,
e
t
a
1
.
.
T
u
d
o
r
R
u
l
e
a
n
d
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
(
N
e
w
Y
o
r
k
,

1
9
8
2
)
,
p
p
.
8
7
-
1
0
8
.
拙
稿
「
テ
ユ
ー
ダ
I
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
宮

内
府
財
務
行
政
の
再
検
討
」
'
『
西
洋
史
学
報
』
(
広
島
大
学
)
へ
二
二
号
'

l
九
九
五
年
'
二
七
～
五
四
頁
。
同
「
国
王
の
身
体
・
儀
礼
・
象
徴
I

テ
ユ
ー
ダ
I
,
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
国
王
権
力
の
象
徴
過
程
」
(
岡
本

明
編
『
支
配
の
文
化
史
』
・
・
,
ネ
ル
ヴ
ァ
萱
居
t
 
l
九
九
七
年
、
T
四
～

四
〇
頁
、
所
収
。
)

(
2
)
エ
ル
ト
ン
説
に
つ
い
て
知
る
に
は
'
以
下
の
研
究
が
有
効
　
E
l
t
o
n
,

G
.
R
.
,
T
h
e
 
T
u
d
o
r
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
i
n
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,

1
9
5
3
)
;
D
o
,
S
t
u
d
i
e
s
i
n
 
T
u
d
o
r
a
n
d
S
t
u
a
r
t
P
o
l
i
t
i
c
s
a
n
d
G
o
v
e
r
n
-

m

m

t

,

V

0

1

.

I

-

I

I

,

I

I

I

,

I

V

,

(

C

a

m

b

r

i

d

g

e

,

1

9

7

4

,

1

9

8

3

,

1

9

9

2

)

.

栗

山
義
信
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
論
争
」
『
史
林
』
四
九
-
三
号
'
一

九
六
六
年
'
二
九
-
1
1
1
1
八
弓
越
智
武
臣
『
近
代
英
国
の
起
源
』
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ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
'
一
九
六
六
年
。
堀
江
洋
文
「
エ
ル
ト
ン
史
学
と
歴

史
研
究
1
テ
ユ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
論
争
を
中
心
と
し
て
」
『
社
会
科
学

年
報
』
(
専
修
大
学
)
'
二
九
号
'
一
九
九
四
年
'
二
九
四
⊥
二
五
二
頁
。

(
3
)
　
拙
稿
'
前
掲
論
文
。
同
「
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
期
財
務
府
出
納
部
の
支

払
い
関
係
記
録
に
つ
い
て
つ
E
4
0
5
/
4
8
4
の
分
析
を
中
心
と
し
て
-
」
'

「
鳥
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
(
人
文
・
社
会
科
学
)
』
四
〇
-
二

号
'
一
九
八
九
年
、
五
九
-
七
九
頁
。
同
「
テ
ユ
ー
ダ
ー
期
財
務
府
出

納
部
の
財
務
行
政
-
支
払
い
指
定
制
度
を
中
心
と
し
て
-
」
'
『
史
学
研

究
』
一
九
四
号
'
一
九
九
一
年
'
四
八
～
七
〇
頁
。

(
4
)
　
テ
ユ
ー
ダ
I
期
の
国
王
金
庫
研
究
に
つ
い
て
は
'
ス
タ
ー
キ
ー
を
は

じ
め
と
し
て
部
分
的
な
言
及
は
あ
る
も
の
の
t
 
H
o
a
k
,
'
S
e
c
r
e
t

H
i
s
t
o
r
y
o
f
T
u
d
o
r
C
o
u
r
t
:
t
h
e
K
i
n
g
'
s
C
o
f
f
e
r
s
a
n
d
t
h
e
K
i
n
g
'
s

P
u
r
s
e
,
1
5
4
2
-
1
5
5
3
　
(
以
下
K
.
C
.
略
記
)
¥
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
B
r
i
t
i
s
h

S
t
u
d
i
e
s
,
v
o
1
.
2
6
,
(
1
9
8
7
)
,
p
p
.
2
0
8
-
2
3
1
.
を
除
い
て
ま
と
ま
っ
た
研

究
は
な
い
状
況
で
あ
る
。

二
　
宮
内
府
に
お
け
る

プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
エ
ム
バ
ー
と
国
王
金
庫

(
〓
プ
リ
ヴ
ィ
・
.
チ
ェ
ム
パ
ー
の
成
立

・
ま
ず
当
時
の
宮
内
府
組
織
の
基
本
的
な
構
造
に
つ
い
て
概
観
し
て
お

こ
う
。
宮
内
府
は
構
造
的
に
い
う
と
'
7
9
と
も
と
二
つ
の
部
分
'
す
な

わ
ち
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
(
H
o
u
s
e
h
o
l
d
,
D
o
w
n
s
t
a
i
r
s
,
d
o
m
u
s
 
p
r
o
-

v
i
d
e
n
c
i
e
)
　
と
チ
ェ
　
ム
サ
ハ
-
(
C
h
a
m
b
e
r
,
U
p
s
t
a
i
r
s
,
d
o
m
u
s

(
-
)

m
a
g
n
i
f
i
c
e
n
c
i
e
)
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
前
者
は
執
事
長
官
(
t
h
e

L
o
r
d
S
t
e
w
a
r
d
)
の
管
轄
下
に
あ
り
'
宮
内
府
全
体
の
生
活
物
質
の
調

達
を
ま
ず
第
一
の
職
務
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
内
の

各
部
局
の
運
営
を
統
括
し
て
い
た
の
が
会
計
局
(
t
h
e
 
C
o
u
n
t
i
n
g

H
o
u
s
e
)
　
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
チ
ェ
ム
バ
ー
は
'
宮
内
長
官

(
t
h
e
 
L
o
r
d
 
C
h
a
m
b
e
r
l
a
i
n
)
の
管
轄
下
に
あ
り
'
も
と
も
と
国
王
の

私
室
・
.
寝
室
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
チ
ェ
ム
.
バ
ー
は
次
第

に
公
式
儀
礼
の
場
と
し

図表1プリヴィ・チェムJトの構成員(1526年)

総数:15名

the Marquess of Exceter

6 gentlemen (近侍) : W. Tiler, T. Cheney, A. Brown

J. Russel, Mr Norris*, Mr. Cary

2 gentlemen ushers (門衛) : W. Ratcliff, A. Knichgt

4 gro甲IS (宮内官) : W. Brereton, W. Welsh, J. Cary
H. Brereton

king's barber: Pain

king's page (小姓) : young Weston

(I) ∬α, pp.154-5.より作成.

(2) *印は雪隠係であったことを示す.

て
公
的
な
性
格
を
強
め

て
い
き
'
宮
廷
社
会
の

中
心
と
し
て
機
能
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

た
め
テ
ユ
ー
ダ
ー
期
に

入
っ
て
チ
ェ
ム
パ
ー
の

構
造
に
大
き
な
変
化
が

生
じ
t
 
l
五
二
六
年
秒

エ
ル
ク
ム
の
布
告
に
よ

っ
て
'
チ
ェ
ム
バ
ー
の

機
能
が
正
式
に
分
化
さ

(
2
)

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
チ
ェ
ム
'
バ
ー

が
公
式
儀
礼
の
場
と
し

て
公
的
な
性
格
を
虫
め

た
の
に
対
し
て
'
国
王
　
7
1

の
私
的
生
活
の
場
と
し



て
の
機
能
は
新
た
に
設
置
さ
れ
た
プ
リ
ヴ
ィ
.
 
・
チ
ェ
ム
パ
ー
(
P
r
i
v
y

C
h
a
m
b
e
r
)
の
管
轄
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
(
図
表
-
)
。
し
か
し
プ

リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
ー
は
単
な
る
国
王
の
私
的
生
活
の
場
で
あ
る
に
と

ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
同
局
の
メ
ン
バ
ー
は
1
五
名
か
ら
な
り
へ
そ
れ
以

外
の
人
物
の
入
室
は
厳
し
-
制
限
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
メ
ン
バ
I
の
中

に
は
t
.
爵
位
貴
族
で
あ
っ
た
エ
ク
セ
ク
ー
侯
爵
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
'
宮
内
府
内
部
に
お
け
る
同
局
の
重
要
性
の
高
ま
り
が
見
て
取

れ
る
。
さ
ら
に
六
人
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
近
侍
(
G
e
n
t
l
e
m
e
n
 
o
f

P
r
i
v
y
C
h
a
m
b
e
r
)
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
'
か
れ
ら
の
殆
ど
が
騎

m
乃

士
身
分
に
属
し
.
,
い
ず
れ
も
国
王
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
。
中
で
も
重

要
な
人
物
は
ノ
リ
ス
雪
o
r
r
i
s
,
H
.
)
で
あ
る
。
か
れ
は
も
と
も
と
国
王

の
雪
隠
係
(
t
h
e
G
r
o
o
m
o
f
t
h
e
S
t
o
o
l
)
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
'
後

に
近
侍
長
(
C
h
i
e
f
G
e
n
t
l
e
m
a
n
)
に
任
命
さ
れ
'
同
局
の
実
質
的
な
責

o

任
者
と
な
っ
た
。
ノ
リ
ス
は
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
ー
内
部
に
確
固
た

る
地
位
を
築
-
と
同
時
に
'
そ
の
権
限
を
拡
大
し
国
政
に
も
深
く
関
与

す
る
よ
う
に
な
る
が
'
そ
れ
は
同
時
に
同
局
が
宮
内
府
内
部
に
お
い
て

重
要
性
を
高
め
て
い
-
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
の
宮
内
府
の

財
務
行
政
へ
の
関
与
の
仕
方
か
ら
そ
の
点
せ
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の

時
期
の
チ
ェ
ム
.
バ
ー
財
務
官
は
財
務
府
(
E
x
c
h
e
q
u
e
r
)
に
代
わ
っ
て

国
家
財
政
運
営
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い

な
い
ど
き
ん

た
た
め
へ
国
王
の
内
布
金
(
t
h
e
k
i
n
g
'
s
p
u
r
s
e
)
の
管
理
へ
国
王
の
個

人
的
な
経
費
の
支
払
い
と
い
う
か
れ
本
来
の
職
務
が
遂
行
で
き
な
く
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
へ
ン
リ
七
世
治
世
晩
年
こ
ろ
か
ら
次
第
に
雪
隠

e
a

係
が
そ
の
業
務
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
常
に

国
王
の
身
辺
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
最
適
の
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
'

ノ
リ
ス
の
会
計
報
告
を
検
討
す
る
と
'
こ
の
頃
ま
で
に
か
れ
が
、
国
王

内
布
金
で
も
っ
て
国
政
に
関
わ
る
経
費
を
少
な
か
ら
ず
支
払
っ
て
い
た

:
o

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
に
は
.
国
王
の
離
婚
問
題
に
つ
い
て
最
終
的
な

協
議
を
行
な
う
た
め
に
ロ
ー
マ
に
派
遣
さ
れ
た
ベ
ネ
ッ
-
使
節
団
の
渡

(
7
)

航
費
と
し
て
七
〇
〇
ポ
ン
ド
、
ウ
ル
ジ
逮
捕
の
た
め
の
経
費
と
し
て
四

(
8
)

1
ポ
ン
ド
へ
.
カ
レ
I
防
衛
の
た
め
の
経
費
と
し
て
1
'
三
三
三
ポ
ン

(
9
)

ド
の
よ
う
に
'
極
め
て
機
密
性
の
高
.
い
重
要
な
経
費
が
含
ま
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
は
'
国
王
と
ノ
リ
ス
の
間
に
絶
対
的
な
信

頼
関
係
な
-
し
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
の

ス
タ
ッ
フ
が
宮
内
府
に
お
い
て
影
響
力
を
増
し
て
い
っ
l
た
際
に
'
そ
れ

を
正
当
化
す
る
論
理
の
1
つ
も
'
国
王
と
か
れ
ら
と
の
間
の
信
板
性
や

親
密
性
に
あ
っ
た
こ
と
収
間
違
い
な
い
。
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
国
王

内
拝
金
を
通
じ
て
の
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
パ
ー
の
国
家
財
政
へ
の
関
与

は
'
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
干
渉
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
国
王
内
布
金
は
国

王
家
政
費
を
扱
う
本
来
の
機
能
に
復
傭
し
て
い
-
。
で
は
そ
れ
を
も
っ

て
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ロ
ム
バ
I
と
国
家
財
政
の
関
わ
り
が
全
く
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
'
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
事
実

上
へ
同
局
の
管
理
下
に
あ
っ
た
国
王
金
庫
の
運
用
を
通
じ
て
'
同
局
は

こ
れ
以
後
む
し
ろ
よ
り
探
-
国
家
財
政
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
'
ま
た
政
府
の
側
も
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
戦
時
財

政
の
運
営
・
財
政
危
機
の
克
服
を
計
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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(
二
)
国
王
金
庫
と
そ
の
性
格

国
王
金
庫
(
K
i
n
g
'
s
 
C
o
f
f
e
r
)
と
は
'
国
王
の
宮
殿
内
に
配
置
さ
れ

た
一
連
の
国
王
の
個
人
的
な
、
し
た
が
っ
て
非
公
式
な
金
庫
の
こ
と
で

あ
る
。
通
常
、
宮
殿
内
の
財
宝
保
管
室
(
s
e
c
r
e
t
j
e
w
e
l
h
o
u
s
e
)
に
置

か
れ
て
お
り
へ
　
そ
こ
に
は
現
金
な
ど
の
国
王
の
貴
重
品
が
保
管
さ
れ
て

い
た
。
テ
ユ
ー
ダ
ー
前
期
に
各
宮
殿
内
の
金
庫
を
管
理
し
て
い
た
の
は
'

国
王
自
身
が
行
な
う
場
合
を
除
く
と
'
主
に
近
侍
長
を
初
め
と
す
る
プ

リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
.
バ
ー
の
職
員
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
'
国
王
金
庫

の
実
態
に
つ
い
て
は
へ
　
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ

の
最
大
の
原
因
は
'
史
料
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
お
そ
ら
-
最
大
規

模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
国
王
自
身
の
管
理
す
る
金
庫
に
つ
い
て

は
、
そ
の
性
格
上
、
史
料
と
し
て
は
残
り
に
-
-
、
し
た
が
っ
て
か
れ

が
他
の
人
間
に
そ
の
管
理
を
任
せ
た
時
に
作
成
さ
れ
た
報
告
書
を
利
用

す
る
し
か
な
い
わ
け
だ
が
'
そ
れ
も
断
片
的
な
史
料
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

国
王
金
庫
の
存
在
は
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
の
史
料
に
確
認
で
き
る

が
'
そ
れ
は
宮
内
府
内
の
チ
ェ
ム
バ
I
に
紅
い
て
チ
ェ
ム
パ
I
財
務
官

(
_
0
)

に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
.
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
初
、
こ
の
国
王

金
庫
は
主
に
戦
争
な
ど
の
非
常
時
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
現
金
の
貯

・
蔵
金
庫
で
あ
り
t
 
w
a
r
c
h
e
s
t
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
国
王
金
庫
の
性
格
は
へ
ソ
リ
七
世
治
世
か
ら
八
世
治
世
初
期
に
も

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
唯
一
の
違
い
は
'
現
在
の
と
こ

ろ
そ
の
存
在
を
確
認
さ
れ
て
い
る
国
王
金
庫
が
チ
ェ
ム
パ
I
内
部
で
は

な
く
へ
　
カ
レ
ー
の
城
塞
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
.
こ
の
カ
レ
ー
の
国
王

金
庫
の
主
要
財
源
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
一
年

に
数
万
ポ
ン
ド
に
達
す
る
年
金
で
あ
り
、
そ
の
殆
ど
は
'
カ
レ
ー
城
塞

防
衛
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
の
国
王
金
庫

に
つ
い
て
は
へ
　
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
殆
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
が
'
そ
の

性
格
自
体
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
お
ら
ず
へ
　
従
来
の
よ
う
に
戦
時
金
庫

(‖)

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

再
び
国
王
金
庫
に
関
す
る
記
述
が
現
わ
れ
る
の
は
'
ウ
ル
ジ
が
失
脚

す
る
一
五
二
九
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
国
王
金
庫
の
性
格

は
大
き
く
変
化
し
'
国
家
財
政
に
も
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
ウ
ル

ジ
を
失
脚
さ
せ
た
へ
ソ
リ
は
'
か
れ
の
所
有
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
な

ら
び
に
同
宮
殿
内
の
財
宝
を
こ
と
ご
と
く
没
収
し
へ
　
そ
の
管
理
を
ウ
ル

ジ
時
代
に
引
き
続
い
て
ア
ル
ヴ
ァ
-
ド
　
(
A
l
v
a
r
d
,
T
.
)
　
に
任
せ
た
o

か
れ
の
管
理
し
た
国
王
金
庫
に
は
そ
の
莫
大
な
財
産
と
と
も
に
へ
　
フ
ラ

ン
ス
か
ら
支
払
わ
れ
た
年
金
が
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し

て
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
の
国
王
金
庫
は
'
グ
リ
ニ
ッ
ジ
や
ウ
イ
ン
ザ
ー
な

ど
そ
の
他
の
国
王
金
庫
を
へ
　
そ
の
規
模
と
重
要
性
に
お
い
て
は
る
か
に

凌
駕
し
、
主
要
金
庫
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

幸
い
な
こ
と
に
ア
ル
ヴ
ァ
-
ド
の
作
成
し
た
会
計
報
告
書
が
い
-
つ
か

残
っ
て
お
り
へ
　
そ
こ
か
ら
国
王
金
庫
の
機
能
が
従
来
の
戦
時
金
庫
と
し

(
2
)

て
の
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
五
二

九
年
一
〇
月
九
日
か
ら
一
五
三
一
年
四
月
二
一
日
に
か
け
て
へ
　
か
れ
は

三
四
へ
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
受
領
し
た
が
'
そ
の
う
ち
一
八
へ
〇
〇
〇
ポ

ン
ド
を
国
王
の
命
令
に
よ
っ
て
、
国
王
自
身
や
他
の
人
々
へ
支
払
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
、
0
0
0
ポ
ン
ド
お
そ
ら
-
そ
れ
以
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上
の
額
が
'
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
で
国
王
内
得
金
を
管
理
し
て
い

た
ノ
リ
ス
の
も
と
へ
送
金
さ
れ
た
。
ま
た
逆
に
ノ
リ
ス
の
側
か
ら
ア
ル

ヴ
ァ
-
ド
の
側
に
国
王
内
布
金
の
余
剰
金
が
移
さ
れ
て
も
い
る
。
さ
ら

に
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
国
王
内
布
金
の
主
要
収
入
源
で
あ
っ

た
チ
ェ
ム
バ
I
か
ら
の
送
金
が
l
五
二
九
年
六
月
の
一
'
〇
〇
〇
ポ
ン

(
2
)

ド
を
最
後
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は

次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
.
す
な
わ
ち
へ
　
前
述
し
た
よ
う
に
'
こ
の

時
期
の
ノ
リ
ス
は
へ
.
国
王
内
布
金
を
通
じ
て
、
~
国
王
の
家
政
費
の
み
な

ら
ず
国
家
財
政
に
も
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
t
そ
の
分
か
れ

の
支
出
額
も
激
増
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
か
れ
は
そ
の
収
入
源
を
チ
ェ

ム
.
バ
ー
に
代
え
て
新
た
に
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ロ
ー
ル
を
初
め
と
す
る
国
王
金
庫

に
そ
の
多
く
を
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

に
初
め
て
プ
-
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
パ
I
を
介
し
て
国
王
内
布
金
と
国
王
金

:
m

庫
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
強

調
し
す
ぎ
る
と
'
当
時
の
国
家
財
政
の
状
態
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
る
。

も
と
も
と
国
王
金
庫
は
戦
争
な
ど
の
非
常
時
に
備
え
た
準
備
金
庫
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
経
常
費
が
増
大
し
'
そ
れ
を
チ
ェ
ム
'
バ
ー
の
収
入
だ

け
で
は
賄
い
き
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
国
王
は
国
王
金
庫
の
現
金
に

手
を
出
す
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
へ
ソ
リ

は
、
平
時
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
時
の
準
備
金
へ
　
し
か
も
ウ
ル
ジ
か

ら
の
没
収
財
産
へ
　
フ
ラ
ン
ス
年
金
の
よ
う
な
一
度
限
り
の
収
入
に
依
存

せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
苦
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で

あiQ。し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
も
'
ク
D
.
ム
ウ
ェ
ル
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
修
道
院
領
の
解
散
に
と
も
な
い
'

巨
額
の
臨
時
収
入
が
政
府
の
も
と
へ
舞
い
込
ん
だ
こ
と
で
'
一
時
的
に

で
あ
れ
解
消
さ
れ
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
に

対
す
る
態
度
は
'
ノ
リ
ス
の
政
治
的
影
響
力
を
削
ぐ
た
め
に
'
国
王
内

布
金
と
国
政
の
関
係
を
切
り
離
し
た
も
の
の
、
国
王
金
庫
に
つ
い
て
は
へ

か
れ
の
財
政
政
策
を
遂
行
す
る
上
で
、
む
し
ろ
積
極
的
に
利
用
し
て
い

C2)

m
S
Iた

と
え
ば
修
道
院
領
の
没
収
財
産
を
扱
っ
た
増
加
収
入
裁
判
所

(
T
h
e
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
A
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
)
　
は
'
一
五
三
六
～
一
五
四
七
年

に
か
け
て
一
七
八
へ
　
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
　
(
全
支
払
い
額
の
一
九
・
五
%
)

(
2
)

を
国
王
金
庫
に
支
払
っ
て
い
た
。
.
さ
ら
に
こ
の
頃
ま
で
に
は
'
当
時
の

主
要
財
政
部
局
は
い
ず
れ
も
国
王
金
庫
に
対
し
て
余
剰
金
を
事
実
上
、

毎
年
支
払
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
財
宝
部
(
t
h
e
 
K
i
n
g
'
s
 
J
e
w
e
l

」
'
-
)

H
o
u
s
e
)
　
は
一
五
三
八
～
四
〇
年
に
か
け
て
二
八
'
五
五
三
ポ
ン
ド
t
.

初
年
度
収
益
・
十
分
一
税
裁
判
所
が
一
五
三
四
～
四
〇
年
に
か
け
て
五

(
2
)

九
'
一
三
九
ポ
ン
ド
へ
　
財
務
府
も
同
局
の
余
剰
金
(
年
平
均
三
へ
〇
〇

(
」
>

〇
～
四
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
)
　
を
支
払
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
財
務
府
は
非

経
常
収
入
と
し
て
一
五
四
〇
～
四
五
年
に
か
け
て
議
会
課
税
収
入
の
う

ち
九
六
'
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
　
(
全
課
税
収
入
額
の
三
六
・
.
七
%
)
を
支
払

(S)

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
五
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
約
一
〇
年
の
う

ち
に
'
国
王
金
庫
へ
約
三
九
万
ポ
ン
ド
が
払
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
う
ち
の
か
な
り
の
額
が
'
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
内
の
国
王
金

庫
へ
支
払
わ
れ
'
同
金
庫
は
王
国
内
で
第
一
級
の
主
要
金
庫
と
な
っ
た
。

当
時
ア
ル
ヴ
7
-
ド
の
後
任
と
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
を
管
理
し
て
い
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た
の
は
'
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
の
近
侍
長
補
佐
で
も
あ
っ
た
デ
ィ

(r<)

ニ
イ
(
D
e
n
n
y
,
A
.
)
で
あ
り
、
国
王
金
庫
を
介
し
て
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ

ェ
ム
'
バ
ー
と
国
家
財
政
と
の
関
わ
り
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
各
財
政
部
局
の
余
剰
金
を
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
の
国
王
金
庫

で
統
括
す
る
財
政
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の

余
剰
金
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
の
か
」
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
の
か
。
.
ま
ず
デ
ィ
ニ
イ
の
会
計
報
告
書
か
ら

そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。

註
(
-
)
　
宮
内
府
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
は
'
以
下
を
参
照
。
M
o
r
g
a
n
,
D
.

A
.
L
.
,
T
h
e
 
h
o
u
s
e
 
o
f
 
p
o
l
i
c
y
:
t
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
l
a
t
e

P
l
a
n
t
a
g
e
n
e
t
h
o
u
s
e
h
o
l
d
,
1
4
2
2
-
1
4
8
5
'
,
i
n
 
S
t
a
r
k
e
y
,
E
.
C
,
p
p
.

2
6
-
3
0
:
　
M
y
e
r
s
,
A
.
R
.
,
T
h
e
 
H
o
u
s
e
h
o
l
d
 
o
f
 
E
d
w
a
r
d
 
I
V
-
t
h
e

B
l
a
c
k
 
B
o
o
k
 
a
n
d
 
t
h
e
 
O
r
d
i
n
a
n
c
e
1
4
7
8
,
(
M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
,
1
9
5
9
)
,

p
p
.
1
ふ
O
.
中
で
も
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
'
エ
ド
ワ
ー
ド

t
　
四
世
時
代
に
作
成
さ
れ
た
宮
廷
黒
本
と
呼
ば
れ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ

は
未
完
の
史
料
で
は
あ
る
が
'
当
時
の
宮
内
府
の
実
態
を
知
る
上
で
有

益
で
あ
る
。
同
史
料
は
M
y
e
r
s
,
o
p
.
t
i
t
,
p
p
.
7
6
-
1
9
7
.
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

(
*
>
)
エ
ル
ク
ム
の
布
告
は
、
A
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
O
r
d
i
n
a
n
c
e
s
a
n
d
R
e
g
u
l
a
-

t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
R
o
y
a
l
H
o
u
s
e
h
o
l
d
(
以
下
H
.
O
.

略
記
)
,
(
S
o
c
i
e
t
y
o
f
A
n
t
i
q
u
a
r
i
e
s
,
1
7
9
0
)
,
p
p
.
1
3
5
-
2
0
7
.
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
　
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
'
バ
ー
内
に
お
い
て
最
も
重
要
な
官
職
は
近
侍
で

あ
っ
.
た
。
彼
ら
の
機
能
に
つ
い
て
は
'
以
下
の
史
料
、
文
献
を
参
照
。

H
.
0
.
,
p
p
.
1
5
4
-
7
;
S
t
a
r
k
e
y
,
C
.
G
.
,
e
s
p
.
p
p
.
3
0
-
3
6
;
D
o
,
1
.
1
.
,

e
s
p
.
p
p
.
8
2
-
9
2
,
1
0
1
-
1
1
8
;
D
o
,
'
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
t
h
r
o
u
g
h
 
l
n
-

t
i
m
a
c
y
'
,
i
n
L
e
w
i
s
,
I
.
,
e
d
.
,
S
y
m
b
o
l
a
n
d
S
e
n
t
i
m
e
n
t
s
(
L
o
n
d
o
n
,

1
9
7
7
)
,
p
p
.
3
9
4
-
3
9
7
.

(
4
)
　
か
れ
は
一
五
二
六
年
か
ら
一
五
三
]
ハ
年
に
か
け
て
へ
近
侍
長
を
務
め

た
　
B
r
e
w
e
r
,
J
.
S
.
.
e
t
 
a
1
.
,
L
e
t
t
e
r
s
 
a
n
d
P
a
p
e
r
s
,
F
o
r
e
i
g
n
 
a
n
d

D
o
m
e
s
t
i
c
,
o
f
t
h
e
R
e
i
g
n
o
f
H
e
n
r
y
 
V
I
I
I
(
以
下
L
P
.
略
記
)
,
v
o
1
.

4
,
p
t
.
1
,
n
o
.
2
2
0
2
/
2
2
.

(
ォ
)
　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
「
-
宮
内
府
財
務

行
政
の
再
検
討
」
三
三
～
八
頁
を
参
照
。

(
<
o
)
　
B
r
i
t
i
s
h
L
i
b
r
a
r
y
,
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
M
S
2
0
,
0
3
0
.
た
だ
し
本
稿
で
は
'

ニ
コ
ラ
ス
が
編
集
し
た
以
下
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

N
i
c
o
l
a
s
,
N
.
H
.
,
e
d
.
,
T
h
e
P
r
i
v
y
P
u
r
s
e
E
x
p
e
n
s
e
s
K
i
n
g
H
e
n
r
y

V
I
I
I
(
1
8
2
7
)
.
こ
の
中
で
は
'
1
五
二
九
年
二
月
か
ら
一
五
三
二
年

一
二
月
ま
で
の
支
払
い
項
目
と
そ
の
頃
が
月
毎
に
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
間
の
支
払
い
総
額
は
'
五
三
'
四
八
八
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。

(
t
-
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
1
8
6
.

(
o
o
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
1
1
5
.

(
o
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
9
3
.

(
2
)
　
M
y
e
r
s
,
o
p
.
c
i
i
,
p
.
1
2
1
.

t
e
)
　
D
i
e
t
z
,
F
.
C
,
E
n
g
l
i
s
h
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
F
i
n
a
n
c
e
1
4
8
5
-
1
5
5
8
,
e
r
・

b
a
m
a
,
1
9
6
4
(
1
9
2
1
)
)
p
.
1
0
1
;
S
t
a
r
k
e
y
,
P
.
C
,
p
p
.
3
9
4
-
7
.

(
2
)
"
S
t
a
r
k
e
y
,
P
.
C
,
p
.
3
9
9
;
D
o
,
C
.
G
.
,
p
.
4
3
.

(
2
)
　
L
.
P
.
,
v
o
1
.
5
,
p
.
3
1
2
.

(
3
)
　
ス
タ
ー
キ
ー
は
'
国
王
内
布
金
と
国
王
金
庫
と
の
関
係
を
'
現
在
の
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銀
行
業
務
で
い
う
と
c
u
r
r
e
n
t
a
c
c
o
u
n
t
と
d
e
p
o
s
i
t
a
c
c
o
u
n
t
の
よ

ぅ
な
関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
　
S
t
a
r
k
e
y
,
I
.
L
,
p
.
9
6
.

0
2
)
　
た
と
え
ば
一
五
三
二
～
三
年
に
か
け
て
へ
彼
は
政
治
資
金
と
し
て
'

総
額
三
三
へ
〇
六
三
ポ
ン
ド
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
四
'

〇
三
一
ポ
ン
ド
が
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
な
ど
の
国
王
金
庫
か
ら
の
支
払
い

で
あ
っ
た
。
拙
稿
「
-
宮
内
府
財
務
行
政
の
再
検
討
」
四
九
頁
。

(
2
)
　
L
.
P
.
,
v
o
1
.
1
3
,
p
t
.
2
,
n
o
.
4
5
7
/
1
3
;
I
b
i
d
.
,
v
o
1
.
1
4
,
p
t
.
2
,
n
o
.

2
3
6
/
l
l
;
I
b
i
d
.
,
v
o
1
.
1
8
,
p
t
.
2
,
n
o
.
2
3
1
/
1
2
;
I
b
i
d
.
,
v
o
1
.
1
9
,
p
t
.
2
,

n
o
.
3
2
8
/
1
2
;
I
b
i
d
.
,
v
o
1
.
2
1
,
p
t
.
2
,
n
o
.
7
7
5
.

(
t
)
　
L
.
P
.
,
v
o
1
.
1
5
,
n
o
.
8
0
9
.

(
2
)
　
S
t
a
r
k
e
y
,
P
.
C
,
p
.
4
0
7
.

(
2
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
4
0
7
.

(
g
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
4
0
7
.

(
S
3
)
　
こ
の
時
点
で
彼
は
s
e
c
o
n
d
 
c
h
i
e
f
 
g
e
n
t
l
e
m
a
n
で
あ
り
雪
隠
係
補

佐
(
d
e
p
u
t
y
g
r
o
o
m
o
f
t
h
e
s
t
o
o
l
)
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
一
五
四
六
年

l
〇
月
に
近
侍
長
に
し
て
雪
隠
係
に
就
任
し
た
　
L
.
R
,
v
o
1
.
2
1
,
p
t
.

2
,
n
o
.
3
3
1
/
4
3
,
6
3
4
/
1
,
6
4
8
/
6
0
.

三
一
五
四
二
-
1
五
五
l
年
の

国
家
財
政
運
営
と
国
王
金
庫

(
l
)
対
仏
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
戦
争
時
の
国
家
財
政
運
営

一
五
四
二
年
以
後
へ
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
フ
ラ
ン

ス
と
幾
度
と
な
-
戦
火
を
交
え
へ
　
1
五
五
1
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
に

和
平
が
実
現
す
る
ま
で
'
ま
さ
に
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
の

戦
費
と
し
て
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
t
　
へ
ソ
リ
八
世
時
代
に
二
一
〇

万
ポ
ン
ド
へ
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
に
一
四
〇
万
ポ
ン
ド
が
戦
費
と
し

て
支
払
わ
れ
て
お
り
∵
」
の
合
わ
せ
て
三
五
〇
万
ポ
ン
ド
と
い
う
額
は
'

(
-
)

一
五
二
二
～
四
年
の
対
仏
戦
争
の
費
用
の
お
よ
そ
四
倍
に
相
当
し
た
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
戦
費
は
'
か
つ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
程
の
膨
大
な
額
に
の
ぼ
り
'
国
家
財
政
運
営
を
危
機
的
な
状

態
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

76

図表2 1543-1552年の各種課税収入

単位:ポンド

① L ay S ub sid ies (15 43 , 154 5) 40 8,642

② F ifteen th s (154 5) 59 ,000

③ R eliefs (154 9, 155 0 , 15 51 , 15 52) 19 1,052

④ C leri cal su bsid ies (154 3 , 15 45 , 15 48 ) 126 ,000

⑤ L oan (154 2 , 154 4) 44 1,16 5

⑥ B en evo len ce (154 5) 12 ,93 0

(∋ C on trib u tion (154 6) 辛

L(り A rrears of H enrican tax es 8 ,420

receiv ed b y E d V I

.T otal 1,037 ,854

(1) Hoyle, op. cit, p.93より作成

(2) *は史料が存在していないため不明

(3)カッコ内は徴収された年を示す
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
へ
　
こ
れ
ら
の
戦
費
を
王
鎮
地
収
入
や
関
税
収
入

な
ど
の
経
常
収
入
だ
け
で
は
賄
う
こ
と
は
で
き
ず
'
各
種
の
非
経
常
収

入
に
よ
る
補
填
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
ず
こ
の
時
期
の
課
税
収
入
を
整
理

す
る
と
　
(
図
表
2
)
　
の
よ
う
に
な
る
.
 
。
議
会
の
承
認
を
必
要
と
し
た
俗

人
謀
税
(
①
～
③
)
へ
　
聖
職
者
課
税
(
④
)
　
の
み
な
ら
ず
'
議
会
の
承

認
を
必
要
と
し
な
い
国
王
大
権
に
基
づ
く
借
入
金
　
(
⑤
)
　
さ
ら
に
献
金

と
い
う
形
を
と
る
⑥
'
⑦
い
ず
れ
も
そ
の
内
実
は
課
税
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
は
議
会
供
与
税
'
国
王
大
権

に
基
づ
く
課
税
が
併
用
さ
れ
る
形
で
毎
年
課
税
さ
れ
て
お
り
へ
一
四
世

紀
以
降
最
も
重
い
課
税
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

mる
。し

か
し
課
税
収
入
だ
け
で
は
'
単
純
に
見
積
も
っ
て
も
戦
費
の
三
分

一
を
補
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
へ
増
加
収
入
裁
判
所
を
通

じ
て
約
九
〇
万
ポ
ソ
ド
の
王
領
地
が
売
却
さ
れ
'
一
五
四
五
年
だ
け
で

(
3
)

も
一
六
五
'
四
五
九
ポ
ッ
ド
を
記
録
し
た
o
 
L
か
し
へ
戦
費
へ
の
貢
献

度
の
点
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
」
一
五
四
四
年
か
ら
1
五
五
1
:
年
ま

で
行
な
わ
れ
た
貨
幣
の
大
悪
鋳
(
t
h
e
 
G
r
e
a
t
 
D
e
b
a
s
e
m
e
n
t
)
　
で
あ

り
'
そ
の
間
に
国
王
は
一
二
七
万
ポ
ン
ド
の
収
入
の
増
加
を
み
た
と
言

(
-
)

わ
れ
て
い
る
。
し
_
か
し
へ
そ
の
た
め
に
イ
ン
グ
ラ
ン
下
は
物
価
の
高
騰
、

ポ
ン
ド
の
価
値
の
低
下
と
為
替
市
場
の
混
乱
'
貿
易
不
振
と
い
う
大
き

(.A)

な
代
償
を
支
払
う
こ
と
も
に
な
っ
た
。
し
か
し
'
こ
れ
ら
す
べ
て
の
収

入
が
戦
費
の
支
払
い
に
回
さ
れ
た
と
し
~
て
も
へ
ま
だ
一
五
万
ポ
ン
ド
へ

実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
不
足
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
国
内
外
の
商
人
た
ち

(
6
)

か
ら
の
借
入
れ
な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
h

以
上
の
よ
う
に
'
こ
の
時
期
の
国
家
財
政
運
営
と
は
、
ま
ず
戦
争
遂

行
の
た
め
の
戦
費
の
徴
収
と
支
払
い
業
務
に
関
わ
っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
へ
　
国
王
金
庫
と
国
家
財
政
と
の
関
係
を
検
討
す
る
際
に
も
'
国
王

金
庫
と
戦
時
財
政
運
営
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
国
王
金
庫
の
史
料
と
し
て
は
'
同
時
期
に

国
王
金
庫
を
扱
っ
て
い
た
デ
ィ
ニ
イ
と
オ
ズ
ポ
ー
ソ
の
会
計
報
告
書
な

ど
わ
ず
か
な
史
料
が
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
両
者
の
報

告
書
を
検
討
し
な
が
ら
へ
　
国
王
金
庫
の
運
用
の
実
態
を
可
能
な
限
り
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

(
二
)
　
デ
ィ
二
イ
に
よ
る
国
王
金
庫
の
運
営

デ
ィ
ニ
イ
が
t
ア
ル
ヴ
ァ
-
ド
の
後
任
と
し
て
ウ
ェ
ス
寸
・
～
ソ
ス
タ
ー

(
な
い
し
は
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
)
.
宮
殿
の
管
理
官
に
な
る
の
は
'
一
五

三
七
年
九
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
一
五
三
九

年
l
月
に
'
彼
は
近
侍
長
補
佐
(
s
e
c
o
n
d
 
c
h
i
e
f
 
g
e
n
t
l
e
m
a
n
)
　
に
就

任
し
'
さ
ら
に
l
五
四
六
年
1
0
月
に
は
近
侍
長
　
(
f
i
r
s
t
 
c
h
i
e
f

g
e
n
t
-
e
m
a
n
)
と
し
て
雪
隠
係
(
t
h
e
 
G
r
o
o
m
 
o
f
t
h
e
 
S
t
o
o
-
)
を
兼
る

(
M

と
と
も
に
、
国
王
内
帝
金
の
保
管
に
責
任
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
主
要
な
国
王
金
庫
と
国
王
内
得
金
の
責

任
者
が
近
侍
長
の
も
と
に
統
合
さ
れ
'
国
王
金
庫
と
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ

ム
バ
ー
の
緊
密
性
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
へ

か
れ
の
会
計
報
告
書
は
二
つ
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
は
'
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
即
位
当
初
に
へ
ソ
リ
八
世
の
遺
産
の
調

査
が
行
な
わ
れ
た
時
'
そ
の
一
貫
と
し
.
て
枢
密
院
が
デ
ィ
ニ
イ
に
対
し
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図表3　ディ=イの受預金(1542-48)

・一単位:ポンド

15 4 2 (3 4 ) ‥5 2 , 9 5 1

15 4 3 (3 5 1 2 2 , 1 2 7

15 4 4 3 6 ) 4 8 , 0 6 2

15 4 5 (3 7 ) 4 ,4 7 4

1 5 4 6 ( 3 8 17 ,2 0 5

1 5 4 7 ( 1 ) 2 ,6 3 3

1 5 4 8 (2 ) 3 5

to ta l 2 4 6 , 4 6 1

(I) B.L., Lansdowne, Charter 14より作成

(2)カヅコ内は治世年を示す-

て
作
成
を
命
じ
た
ウ
ェ

ス
ト
L
‥
、
、
ソ
ス
タ
ー
宮
殿

内
の
国
王
金
庫
の
受
領

一
・
支
出
金
に
関
す
る
会

o

計
報
告
書
で
あ
る
∵
そ

の
内
容
を
み
る
と
'
時

期
的
に
は
一
五
四
二
年

四
月
か
ら
二
五
四
八
年

二
月
ま
で
が
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
各
年
度
ご
と
の

デ
ィ
.
ニ
イ
の
受
鎮
金
額

は
・
(
図
表
3
)
の
通
り
で
あ
り
'
総
受
領
額
は
二
四
六
へ
四
六
1
ポ
ソ

ド
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
受
債
簿
は
'
各
会
計
年
度
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
'
さ
ら
に
受
領
期
日
せ
そ
の
収
入
の
性
格
、
受
領
金
額
が
そ
れ

ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
収
入
項
目
と
し
て
主
な
も
の
は
t
.
①
国
王
自
身
か
ら
の
受
鏡
金

②
各
財
政
部
局
か
ら
の
受
領
金
③
チ
ェ
ム
バ
ー
財
務
官
か
ら
の
受
領
金

④
国
王
と
の
契
約
不
履
行
に
よ
る
科
料
収
入
⑤
国
王
か
ら
官
職
を
購
入

し
た
際
の
収
益
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
t
t
何
と
い
.
っ
て
も
そ
の

受
領
金
額
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
い
る
の
は
①
で
あ
る
。
た
と
え
は
①

は
1
五
四
三
年
の
受
領
金
額
1
二
二
t
.
1
二
七
ポ
ン
ド
の
う
ち
約
九
四

・
.
五
'
ハ
.
 
-
セ
ン
ー
'
ま
た
総
受
債
額
の
約
八
六
∵
八
パ
」
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
①
は
具
体
的
に
は
b
y
h
i
s
m
a
j
e
s
t
i
e
'
s
o
w
n
e

h
a
n
d
e
s
な
い
し
は
t
h
e
K
i
n
g
'
s
r
e
m
o
v
i
n
g
c
o
f
f
e
r
s
b
y
h
i
s
o
w
n

h
a
n
d
s
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
t
.
国
王
は
各
宮
殿
内
の
国
王
金

庫
と
は
別
に
'
彼
自
身
の
金
庫
を
常
に
携
帯
し
て
お
り
へ
そ
の
貯
蔵
金

の
一
部
が
デ
ィ
ニ
イ
の
金
庫
へ
転
送
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
最
大
の
国
王
金
庫
と
は
、
国

王
自
身
が
所
有
し
た
金
庫
な
の
で
あ
り
'
国
王
金
庫
の
分
析
は
ま
ず
そ

れ
を
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
'
残
念
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の

史
料
は
'
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
国
王
金
庫
研

究
の
立
ち
遅
れ
の
最
大
の
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
'

幸
い
な
こ
せ
に
'
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
(
ホ
ヮ
イ
ト
ホ
ー
ル
)
宮
殿

に
お
け
る
デ
ィ
ニ
イ
の
受
預
金
の
控
え
簿
が
残
っ
て
お
り
へ
①
の
受
債

(
9
)

金
の
性
格
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
情
報
を
与
え
て
-
れ
る
。
た
せ
之
は

枢
密
院
に
提
出
さ
れ
た
デ
ィ
ニ
ス
の
会
計
報
告
書
に
は
一
五
四
二
年
五

月
二
三
日
に
①
と
し
て
二
五
へ
五
八
〇
ポ
ン
ド
を
受
領
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
が
'
そ
れ
を
デ
ィ
ニ
ス
の
控
え
簿
の
同
じ
日
付
の
受
鎮
金
の
項

目
と
照
合
し
て
見
る
と
'
そ
れ
が
も
と
も
と
財
務
府
の
出
納
官
'
初
年

度
収
益
な
ら
び
に
十
分
一
税
裁
判
所
の
財
務
官
に
よ
っ
て
国
王
の
も
と

へ
送
金
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
へ
ま
た
同
じ
よ
う
に
六

月
三
〇
日
の
一
八
へ
〇
一
五
ポ
ン
ド
も
'
後
者
の
史
料
で
は
も
と
も
と

財
務
府
の
出
納
官
か
ら
国
王
へ
送
金
さ
れ
た
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
一
五
三
〇
年
代
末
頃
か
ら
'
各
財
政
部
局
の
余
剰
金

が
国
王
金
庫
に
送
金
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
'
こ
れ
ら
の
史
料
は
へ
そ

の
最
大
の
貯
蔵
金
庫
が
'
ま
ず
国
王
自
身
の
管
理
す
う
金
庫
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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デ
ィ
ニ
ス
の
受
慣
金
の
性
格
と
し
て
'
後
述
の
議
論
と
の
関
連
で
も

う
一
点
ほ
ど
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
五
四
七
年

四
月
三
〇
日
に
造
幣
局
長
官
の
ペ
ッ
カ
ム
か
ら
の
受
預
金
八
四
〇
ポ
ン

ド
の
う
ち
へ
.
七
〇
ポ
ン
ド
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
宮
殿
内
に
新
た
に
造
営
さ
れ

る
庭
園
、
果
樹
園
の
費
用
の
支
払
い
に
充
て
る
た
め
に
雪
隠
係
の
職
権

に
お
い
て
受
領
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
o
つ
ま
り
か
れ
は
ウ
ェ

ス
ト
ミ
ソ
ス
タ
ー
の
国
王
金
庫
の
管
理
官
と
、
雪
隠
係
と
し
て
の
国
王

内
布
金
の
管
理
官
の
職
務
を
は
っ
き
り
と
別
会
計
と
捉
え
て
お
り
'
こ

の
七
〇
ポ
ソ
ド
は
'
国
王
内
衛
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
国
王
家
政
費
の
資

金
の
一
部
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
へ
た

と
え
こ
の
よ
う
に
帳
簿
上
で
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
'
結

局
の
と
こ
ろ
受
領
金
は
宮
殿
内
の
同
じ
金
庫
の
中
に
一
.
括
し
て
保
管
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
実
務
面
に
お
い
て
そ
れ
は
今
だ
に
二
つ
の
会
計

に
分
離
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

で
は
次
に
デ
ィ
ニ
イ
の
支
払
い
金
に
つ
い
て
見
て
み
ょ
う
。
受
債
金

の
記
載
形
式
と
の
大
き
な
違
い
は
、
各
会
計
年
度
ご
と
に
日
付
順
に
記

載
さ
れ
る
の
で
は
な
く
(
図
表
4
)
に
混
ら
れ
る
よ
う
に
'
四
つ
の

支
払
い
項
目
に
分
類
さ
れ
て
お
り
'
各
項
目
の
中
の
細
目
の
支
払
い
期

日
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

ま
ず
検
討
す
べ
き
こ
と
は
'
.
1
こ
の
時
潮
の
軍
事
費
の
支
払
い
の
た
め

に
国
王
金
庫
の
準
備
金
が
、
ど
の
程
度
ま
で
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
?
ま
ず
②
は
主
に
野
営
用
の
宿
舎
の
設
営
'
橋
梁
や
砦

の
建
設
へ
武
器
の
製
造
に
関
わ
る
資
財
の
購
入
費
や
人
件
費
か
ら
な
っ
.

て
い
る
。
し
か
し
戦
争
に
関
わ
る
経
費
は
こ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら
ず
'
③

図表4　ディニイの支払い金(1542-48)
単位:ポンド

O T he building & repain ng
32,969of the house & parks

② T he charge of houses for

5,956

204,465

3,053

tents, etc. for w ar

③ T he paym ent m ade upon soundry bill for

stuff & w orkm anship and for m oney advanced in prest

④ T he ordinary paym ent m ade by vertue of

the office of the G room of the Stool

T otal 246,404

(l) B.L., Lansdowne, Charter 14より作成。

に
含
ま
れ
た
前
払
い
金

の
項
目
の
明
細
を
調
べ

る
と
'
さ
ら
に
多
く
の

軍
事
関
係
の
経
費
が
そ

こ
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
ず
対
フ
ラ
ン
ス
戦
争

に
関
連
し
て
'
カ
レ
ー

守
備
隊
の
諸
経
費
と
し

て
一
一
'
八
〇
〇
ポ
ソ

ド
が
、
ま
た
ギ
-
ズ

(
G
u
i
s
n
e
s
)
守
備
隊
の

諸
経
費
と
し
て
九
へ
　
二

〇
〇
ポ
ソ
ド
が
同
守
備

隊
の
財
務
官
　
(
t
h
e

t
r
e
a
s
u
r
e
r
 
o
f
 
t
h
e

w
a
r
)
　
に
送
金
さ
れ
て

い
る
。
対
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
戦
争
に
関
し
て

も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北

部
の
守
備
隊
に
関
わ
る

諸
経
費
と
し
て
'
三
六
、

(
只
=
×
∪
ポ
ソ
ド
が
同
地

の
副
財
務
官
へ
支
払
わ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
北
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部
守
備
隊
の
財
務
官
L
o
r
d
W
r
i
o
t
h
e
s
-
e
y
と
R
.
S
a
d
-
e
r
に
対
し
て

合
わ
せ
て
五
五
へ
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
A
.

R
o
u
s
に
対
し
て
七
'
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ

は
当
時
の
か
れ
の
活
動
か
ら
し
て
'
彼
を
通
じ
て
カ
レ
ー
の
財
務
官
に

送
金
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
.
一
五
四
三
年

に
受
預
金
が
急
増
す
る
.
(
図
表
3
)
　
こ
と
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
.
フ

ラ
ン
ス
侵
攻
準
備
の
た
め
の
軍
資
金
が
デ
ィ
ニ
イ
の
も
と
に
集
め
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
経
費
と
②
の
経
費
を
合
計
す
る

と
へ
二
l
四
へ
九
1
七
ポ
ン
ド
で
支
出
額
全
体
の
約
四
六
・
l
ハ
%
を
占

め
て
お
り
'
国
王
金
庫
の
軍
資
金
庫
と
し
て
の
性
格
は
依
然
と
し
て
虫

(
2い

。し
か
し
1
.
ス
タ
ー
キ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
こ
う
し
て
へ
ソ
リ
八

世
は
歴
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
の
中
で
も
最
大
の
軍
資
金
庫
を
持
つ
に

至
っ
た
上
し
て
へ
こ
の
時
期
の
国
王
金
庫
に
新
た
な
性
格
を
認
め
な
い

r
=

の
も
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
(
図
表
4
)
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
'
国
王
金
庫
か
ら
の
支
出
金
の
半
分
近
Y
は
'
軍
事
費
と
は
全
く
関

係
が
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
①
の
う
ち
圧
倒
的

に
多
か
っ
た
の
は
'
ウ
ェ
・
f
(
-
.
・
,
ソ
ス
タ
ー
宮
殿
の
修
・
改
築
に
関
わ

る
諸
経
費
で
三
二
、
九
六
九
ポ
ン
ド
に
の
ぼ
っ
た
。
ま
た
③
の
中
に
は
、

宝
石
へ
貴
金
属
'
金
糸
へ
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
な
ど
の
菅
珍
品
の
購
入
費

と
し
て
三
.
1
.
三
六
六
ポ
ン
ド
へ
金
細
工
商
(
G
o
l
d
s
m
i
t
h
)
'
ア
ラ
ス

織
職
人
へ
オ
ル
ガ
ン
製
造
職
人
な
ど
の
人
件
費
'
さ
ら
に
エ
リ
ザ
ベ
ス

・
・
メ
ア
リ
両
王
女
の
家
政
費
と
し
て
合
わ
せ
て
四
へ
六
五
五
ポ
ン
ド
が

支
払
わ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
五
四
〇
年
代
の

国
王
金
庫
は
'
軍
事
費
と
と
も
に
、
新
た
に
国
王
家
政
費
の
支
払
い
に

も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
凍
る
。
そ
の
背
景
に

は
'
戦
費
の
支
払
い
、
国
王
家
政
費
の
高
騰
な
ど
の
理
由
に
よ
り
へ
も

は
や
国
王
の
経
常
収
入
だ
け
で
は
国
王
が
自
活
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
'
そ
も
そ
も
戦
時
に
備
え
て
の
準
備
金
で
あ
っ

た
国
王
金
庫
の
貯
蔵
金
に
手
を
出
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
り
'
国
家
財
政
運
営
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
危
険
な
状

況
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
受
領
簿
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
'
こ
こ
で
も
④
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
'
国
王
金
庫
の
管
理
官
と
は
別
に
雪
隠
係
と
し
て
の
デ

ィ
蝣
I
K
の
支
払
い
が
t
 
l
纏
に
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
最
も
支
払
い
の

多
か
っ
た
の
が
国
王
お
抱
え
の
従
者
へ
た
と
え
ば
薬
剤
師
'
外
科
医
へ

鷹
匠
へ
猟
犬
管
理
官
な
ど
の
俸
給
の
項
目
で
'
一
、
二
三
七
ポ
ン
ド
を

占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
従
来
'
国
王
内
符
金
に
よ
り
支
払
わ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
形
式
的
に
で
あ
れ
へ
国
王
金
庫
か
ら

一
旦
お
金
が
国
王
内
布
金
と
し
て
雪
隠
係
へ
送
金
さ
れ
、
国
王
の
私
的

経
費
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
デ
ィ
ニ
イ
の
支
払
い
簿
で

は
'
国
王
金
庫
管
理
官
と
雪
隠
係
(
な
い
し
は
近
侍
長
)
の
支
払
い
が

区
分
さ
れ
て
い
る
が
'
他
方
で
国
王
の
私
的
な
家
政
費
と
国
王
の
特
別

な
経
費
(
K
i
n
g
'
s
s
p
e
c
i
a
l
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
a
f
f
a
i
r
s
)
の
区
分
は
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
区
分
が
初
め
て
現
わ
れ
る
の
は
、
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
時
代
の
国
王
金
庫
管
理
官
で
あ
っ
た
オ
ズ
ポ
ー
ン
(
O
s
b
o
r
n
e
)

の
会
計
記
録
に
お
い
て
で
あ
る
。
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(
≡
)
オ
ズ
ポ
ー
ン
に
よ
る
国
王
金
庫
の
運
営

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
の
国
王
金
庫
な
い
し
国
王
内
帝
金
に
関
す
る

史
料
は
、
サ
マ
セ
ッ
ト
公
が
失
脚
し
て
ノ
ー
サ
ム
パ
ラ
ン
ド
公
(
J
o
h
n

D
u
d
l
e
y
)
が
幼
少
の
国
王
に
代
わ
っ
て
政
治
的
実
権
を
掌
握
し
て
い
た

時
期
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
数
は
二
つ
に
と
ど
ま
り
'
し
か
も

そ
の
中
の
情
報
量
も
限
ら
れ
て
い
る
が
'
ホ
ー
ク
の
分
析
に
よ
っ
て
当

時
の
国
王
金
庫
の
実
態
が
か
な
り
の
部
分
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
か
れ
の
研
究
も
参
考
に
し
な
が
ら
へ
　
こ
の
二
つ
t
の
史
料
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
時
期
の
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
の
組
織
は
t
　
へ
ソ
-
八
世
時

代
の
も
の
と
比
べ
て
か
な
り
変
化
し
て
い
る
。
同
局
の
職
員
の
数
も
一

五
名
か
ら
五
六
名
に
増
加
し
'
近
侍
長
の
数
も
二
名
か
ら
四
名
に
増
加

し
'
国
王
内
布
金
な
ら
び
t
に
国
王
金
庫
は
'
彼
ら
四
人
の
共
同
管
理
下

(
2
)

に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
'
国
王
監
査
官

に
よ
る
会
計
監
査
を
受
け
た
正
式
な
会
計
報
告
書
の
写
し
が
残
っ
て
お

り
へ
時
期
的
に
は
一
五
五
〇
年
一
月
か
ら
一
五
五
二
年
一
月
ま
で
を
扱

(
_
3
)

.
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
国
王
内
布
金
と
し
て
三
'
九
八
八
ポ
ン
ド
が
受

領
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
収
入
源
は
t
.
枢
密
院
が
財
務
府
'
増
加
収
入
裁

判
所
を
始
め
と
す
る
各
財
政
部
局
に
発
行
し
た
支
払
い
令
状
.
(
t
h
e

P
r
i
v
y
 
C
o
u
n
c
i
l
 
W
a
r
r
a
n
t
s
)
た
基
づ
き
'
各
財
政
部
局
の
余
剰
金
が

(
2
)

。
フ
リ
グ
ィ
ト
チ
ェ
ム
パ
ー
の
近
侍
長
へ
送
金
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
'
支
払
い
簿
の
方
は
、
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
へ
そ

の
多
く
は
各
宮
殿
内
の
使
用
人
の
賃
金
へ
王
の
猟
園
内
の
鹿
の
餌
代
'

国
王
の
諸
々
の
報
酬
な
ど
か
ら
な
っ
て
お
り
、
一
度
の
支
払
い
額
も
一

」
]

○
～
四
〇
ポ
ン
ド
と
少
額
で
あ
っ
l
た
。
こ
れ
ら
の
経
費
の
支
払
い
も
t
.

枢
密
院
の
支
払
い
令
状
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
お
り
'
い
ず
れ
も
国

王
の
家
政
費
な
い
し
私
的
な
経
費
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
史
料
の

最
初
に
'
D
e
f
r
a
y
m
e
n
t
s
 
l
y
k
e
 
a
s
 
h
a
v
e
 
b
e
n
e
 
v
s
u
a
l
l
y
 
p
a
i
d
e
 
b
y

S
i
r
 
A
.
D
e
n
n
y
 
d
e
c
e
a
s
e
d
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
-
a
t
e
、
o
c
c
u
p
y
i
n
g
e
 
t
h
e

R
o
m
e
o
r
o
f
f
i
c
e
o
f
t
h
e
g
r
o
m
e
s
h
i
p
p
e
o
f
t
h
e
s
t
o
o
l
e
'
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
'
国
王
内
符
金
の
管
理
は
'
デ
ィ
ニ
ス
か
ら
彼
ら
の

cJi

手
に
移
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
'
問
題
は
彼
ら
と
オ
ズ
ポ
ー
ン
と
d
関
係
で
あ
る
。
オ
ズ
.
ポ
ー

ン
は
一
五
五
二
年
　
t
^
か
ら
1
五
五
三
年
五
片
ま
で
'
上
述
の
四
人
の

近
侍
長
の
書
記
官
を
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
間
の
彼
の
会
計
記
録

が
残
っ
て
溜
り
へ
こ
れ
も
明
ら
か
に
エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
の
国
王
内
得
金

(
1
7
)

に
関
す
る
会
計
報
告
書
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
収
入

に
つ
い
て
は
へ
前
者
と
同
様
に
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
に
基
づ
-
各
財

務
裁
判
所
か
ら
の
送
金
に
依
存
し
て
い
た
点
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
'
た
と
え
ば
枢
密
院
は
財
務
府
に
対
し
て
'
同
部

局
が
徴
収
し
た
議
会
援
助
金
(
t
h
e
r
e
l
i
e
f
s
)
を
直
ち
に
オ
ズ
ボ
ー
シ
の

(
2
)

も
と
へ
送
金
す
る
よ
う
に
命
じ
'
ま
た
各
財
政
部
局
の
滞
納
金
や
債
務

の
徴
収
金
を
'
各
週
ご
と
に
オ
ズ
ポ
ー
ン
に
送
金
す
る
よ
う
に
命
じ
て

iZt

い
る
よ
う
に
'
そ
の
送
金
先
と
し
て
四
人
の
近
侍
長
で
は
な
-
オ
ズ

(
2
0
)

ポ
ー
ソ
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
'
支
払
い
の

方
は
'
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
に
基
づ
い
七
行
な
わ
れ
て
お
り
'
そ
の

費
目
は
か
な
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
四
人
の
近
侍
た
ち
の
　
8
1

も
の
と
比
較
し
た
場
合
へ
そ
の
支
払
総
額
三
九
へ
九
四
八
ポ
ン
ド
と
そ



の
金
額
の
大
き
さ
と
と
も
に
'
前
者
に
は
含
ま
れ
な
い
国
政
に
関
わ
る

経
費
'
中
で
も
軍
事
費
や
対
外
債
務
の
支
払
い
な
ど
緊
急
を
要
す
る
経

費
が
か
な
り
の
額
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
'
大
き
な
相
違
点
と
な
っ
て

UⅧE

い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
ぐ
る
と
'
・
オ
ズ
ポ
ー
ン
は
正
式
な
権
限
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
'
国
王
内
符
金
の
運
用
の
一
部
を
任

さ
れ
て
お
り
、
四
人
の
近
侍
長
の
単
な
る
書
記
官
以
上
の
役
割
を
担
っ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
か
れ
.
の
会
計
業
務
と
四
人
の
近

<%u

侍
長
の
そ
れ
と
の
間
に
接
点
が
兄
い
だ
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
'
こ
の

ノ
ー
サ
ム
パ
テ
ン
.
ド
公
時
代
の
プ
-
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
I
内
の
国
王
内

拝
金
は
へ
　
そ
の
性
格
上
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
へ
　
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
別

個
の
国
王
金
庫
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
見
倣
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
こ
め
事
実
は
'
当
時
も
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
,

た
と
え
ば
同
局
に
対
す
る
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
の
文
面
を
見
る
と
'

四
人
の
近
侍
長
の
資
金
か
ら
の
支
払
い
は
'
P
a
y
m
e
n
t
s
m
a
d
e
o
u
t
o
f

t
h
e
K
i
n
g
.
s
M
a
i
e
s
t
e
s
p
u
r
s
e
b
y
t
h
e
k
n
i
g
h
t
s
a
t
t
e
n
d
a
u
n
t
v
p
o
n

h
i
s
 
M
a
j
e
s
t
i
e
s
 
p
e
r
s
o
n
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
オ
ズ
ポ
ー

ン
の
支
払
い
は
t
.
t
h
e
K
i
n
g
'
s
M
a
j
e
s
t
y
'
s
s
p
e
c
i
a
l
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
a
f
-

f
a
i
r
s
'
の
た
め
の
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
ー
か
ら
の
支
払
い
と
記
さ
れ

〕胤E

て
い
る
。
ホ
ー
ク
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
へ
　
前
者
は
十
代
の
若
き
国
王

の
私
的
な
経
費
へ
後
者
は
国
政
に
関
わ
る
非
常
時
の
財
政
的
必
要
へ
　
特

<Z)

に
軍
事
的
な
経
費
の
支
払
い
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
後
者
を
扱
っ

た
オ
ズ
ポ
ー
ン
の
会
計
は
'
実
質
的
に
は
四
人
の
近
侍
長
と
い
う
よ
り

も
t
.
む
し
ろ
枢
密
院
の
管
轄
下
に
あ
り
へ
彼
の
金
庫
は
枢
密
院
か
ら
の

緊
急
の
支
払
い
命
令
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
準
備
金
庫
と
し
て
機
能
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
ホ
ー
ク
の
議
論
を
'
・
よ
り

説
得
力
の
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
'
。
。
ノ
ー
サ
ム
バ
ラ
ン
ド
公
の
財
政
政

策
全
体
の
中
に
'
当
該
期
の
国
王
金
庫
の
運
用
の
あ
り
方
を
位
置
付
け

て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

読
(
-
)
　
こ
の
時
期
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
t
 
D
i
e
t
z
,
o
p
.
t
i
t
,
p
p
.
1
4
4
-

2
1
4
;
H
o
y
l
e
,
R
.
,
'
W
a
r
a
n
d
 
P
u
b
l
i
c
F
i
n
a
n
c
e
'
,
i
n
M
a
c
C
u
l
l
o
c
h
,

D
,
e
d
.
,
T
h
e
R
e
i
g
n
o
f
H
e
n
r
y
 
V
I
I
I
(
L
o
n
d
o
n
,
1
9
9
5
)
,
p
p
.
7
5
-
9
9
.

(
2
)
　
こ
の
時
期
の
議
会
課
税
の
意
図
を
巡
っ
て
は
'
論
争
が
継
続
中
で
あ

る
。
同
論
争
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
以
下
の
文
献
が
有
益
。
酒
井
重
責

『
混
合
王
政
と
租
税
国
家
』
弘
文
堂
'
一
九
九
七
年
。

(
c
o
)
　
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
,
W
.
C
,
T
h
e
H
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
C
o
u
r
t
o
f
A
u
g
m
e
n
t
a
-

t
u
r
n
s
(
B
a
t
o
n
 
R
o
u
g
e
,
1
9
6
1
)
,
p
.
2
3
5
.
D
i
e
t
z
,
o
p
.
a
t
,
p
p
.
1
4
9
,

1

6

5

.

H)　Challis,C.E.,'The Debasement of the Coinage,1542-

1
5
5
1
'
,
E
c
o
n
o
m
i
c
H
i
s
t
o
r
y
R
e
v
i
e
w
,
v
o
1
.
2
0
,
(
1
9
6
7
)
p
p
.
4
4
1
-
6
6
,

e
s
p
.
p
.
4
5
4
;
G
o
u
l
d
,
J
.
D
.
,
T
h
e
g
r
e
a
t
D
e
b
a
s
e
m
e
n
t
,
C
u
r
r
e
n
c
y
,

a
n
d
 
t
h
e
 
E
c
o
n
o
m
y
 
i
n
 
m
i
d
-
T
u
d
o
r
 
E
n
g
l
a
n
d
(
O
x
f
o
r
d
,
1
9
7
0
)
;

F
e
a
v
e
a
r
,
A
.
E
.
,
T
h
e
P
o
u
n
d
S
t
e
r
l
i
n
g
(
O
x
f
o
r
d
,
1
9
6
3
)
,
p
p
.
4
6
-

7
5
.
;
宮
田
美
智
也
「
エ
-
ザ
べ
ス
朝
の
通
貨
改
革
と
為
替
政
策
」
へ
『
金

沢
大
学
経
済
論
集
』
　
l
五
号
t
 
l
九
七
八
年
。
同
「
銀
貨
の
臣
質
と
物

価
・
.
為
替
の
動
向
-
〓
ハ
世
紀
前
半
期
イ
ギ
-
ス
の
貨
幣
史
的
考
察
」

『
金
融
経
済
』
　
1
六
八
号
、
1
九
七
八
年
。

(
5
)
　
銀
貨
の
旺
貨
と
海
外
貿
易
と
く
に
毛
織
物
輸
出
の
不
振
と
の
関
係
に

っ
い
て
は
'
F
i
s
h
e
r
,
F
.
J
.
,
'
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
T
r
e
n
d
s
a
n
d
P
o
l
i
c
y
i
n
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t
h
e
1
6
t
h
 
C
e
n
t
u
r
y
 
E
n
g
l
a
n
d
*
,
E
c
o
n
o
m
i
c
 
H
i
s
t
o
r
y
 
R
e
v
i
e
w
,
v
o
1
.

1
0
,
n
o
.
2
,
1
9
4
0
,
p
p
.
9
5
-
1
1
7
.
(
浅
田
実
訳
『
1
1
ハ
・
七
世
紀
の
英

邑
経
済
』
未
来
社
へ
一
九
八
六
年
所
収
)
0

(
6
)
一
五
五
二
年
八
月
の
時
点
で
t
　
へ
ソ
リ
八
世
以
来
の
対
外
債
務
は
'

国
内
債
務
と
ほ
ぼ
同
額
の
二
万
ポ
ソ
ド
　
(
利
子
率
一
四
%
)
　
に
達
し

て
い
た
　
D
i
e
t
z
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
5
8
.
;
F
e
a
v
e
a
r
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
6
7
.

(
7
)
　
前
章
の
註
(
S
)
を
参
照
。

(
o
o
)
　
B
r
i
t
i
s
h
L
i
b
r
a
r
y
(
以
下
B
L
略
記
)
,
L
a
n
s
d
o
w
n
e
.
C
h
a
r
t
e
r
1
4
.

こ
の
史
料
は
l
綴
ケ
の
長
さ
二
四
フ
ィ
ー
ト
の
羊
皮
紙
の
上
に
記
録
さ

・
れ
て
お
り
、
f
o
l
i
o
ご
と
の
整
理
番
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

(
o
>
)
　
P
u
b
l
i
c
R
e
c
o
r
d
O
f
f
i
c
e
(
以
下
P
R
O
略
記
)
.
E
x
c
h
e
q
u
e
r
(
以
下

E
略
記
)
.
3
1
5
/
1
6
0
/
2
6
4
-
7
2
.
そ
の
摘
要
が
L
.
P
.
,
v
o
1
.
1
7
,
n
o
.
2
6
7
.

に
収
録
さ
れ
て
お
り
'
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
　
デ
ィ
ニ
イ
の
軍
事
費
支
払
い
担
当
官
と
し
て
の
活
動
を
示
す
も
の
と

し

て

t

 

L

.

P

.

,

v

o

1

.

1

9

,

p

t

.

1

,

n

o

.

3

8

8

/

3

,

n

o

.

1

0

3

5

/

2

7

.

(
S
)
　
S
t
a
r
k
e
y
,
C
.
G
.
f
 
p
.
4
5
.

(

ほ

)

　

H

o

a

k

,

P

.

C

,

p

p

.

9

4

-

1

0

7

.

(
2
)
　
P
.
R
.
0
.
,
E
I
O
l
/
4
2
6
/
8
.
m
e
m
b
r
a
n
e
 
1
-
5
.

(
2
)
　
た
と
え
ば
へ
財
務
府
は
半
年
期
ご
と
に
五
〇
〇
～
一
'
〇
〇
〇
ポ
ソ

ド
を
彼
ら
に
送
金
し
て
い
る
。
拙
稿
「
-
-
財
務
府
出
納
部
の
支
払
い

関
係
記
録
に
つ
い
て
」
七
〇
～
二
頁
。

(
2
)
　
I
b
i
d
.
,
m
e
m
b
r
a
n
e
2
-
4
.
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
へ
　
ホ
ー
ク
が
詳
細

な
検
討
を
行
な
っ
て
お
り
へ
　
主
に
そ
れ
に
依
拠
し
た
　
H
o
a
k
,
K
.
C
.
,

p
p
.
2
2
3
-
5
.

(
2
)
　
E
I
O
l
/
4
2
6
/
8
,
m
e
m
b
r
a
n
e
 
1
.

(
」
)
　
E
I
O
l
/
5
4
6
/
1
9
.

(
ほ
)
　
D
a
s
e
n
t
,
J
.
R
.
,
e
d
.
,
A
c
t
s
 
o
f
t
h
e
P
r
i
v
y
 
C
o
u
n
c
i
l
o
f
E
n
g
l
a
n
d

(
以
下
a
.
p
.
a
略
記
)
,
v
0
1
.
I
V
,
p
p
.
2
7
,
2
8
,
3
1
.

(
2
)
　
I
b
i
d
.
,
v
o
1
.
3
,
p
p
.
4
7
5
,
5
0
1
-
3
.

(
8
)
　
最
終
的
に
財
務
府
は
、
議
会
援
助
金
の
う
ち
七
へ
　
四
七
九
ポ
ン
ド
へ

滞
納
金
・
負
債
の
徴
収
金
と
し
て
二
へ
　
〇
〇
七
ポ
ン
ド
を
オ
ズ
ポ
ー
ン

へ
送
金
し
て
い
る
　
A
l
s
o
p
,
J
.
D
.
,
,
T
h
e
 
E
x
c
h
e
q
u
e
r
 
i
n
 
t
h
e

R
e
i
g
n
 
o
f
 
E
d
w
a
r
d
 
V
I
'
,
(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
P
h
.
D
.

t
h
e
s
i
s
,
1
9
7
8
)
,
p
p
.
2
3
9
-
4
0
.
一
方
増
加
収
入
裁
判
所
は
'
滞
納
金
な

ど
の
徴
収
金
を
全
部
で
一
六
、
六
六
七
ポ
ン
ド
を
送
金
し
た
。

R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
3
6
2
.

(
」
)
　
た
と
え
ば
b
a
n
d
s
 
o
f
h
o
u
r
s
e
m
e
n
の
賃
金
と
し
て
七
'
〇
〇
〇
ポ

ン
ド
(
A
R
C
.
、
v
0
1
.
I
V
,
p
p
.
9
5
,
1
3
2
-
3
)
,
国
王
の
船
の
建
造
の
た

.
め
の
チ
ェ
ム
サ
パ
ー
へ
の
支
払
い
三
t
.
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
(
I
b
i
d
.
,
v
0
1
.
I
l
l
,

p
.
5
0
1
-
3
)
,
宮
内
府
の
諸
経
費
八
'
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
'
対
外
債
務
の
支

払
い
の
た
め
グ
レ
シ
ャ
ム
へ
の
支
払
い
七
'
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
'
ユ
セ
ッ

ク
ス
・
サ
フ
ォ
ー
ク
の
砦
の
諸
経
費
八
二
七
ポ
ン
ド
(
I
b
i
d
.
,
v
0
1
.
I
V
,

p
p
.
5
8
,
8
9
,
9
4
,
1
3
0
)
の
支
払
い
を
行
な
っ
て
い
る
。
な
お
支
払
い
の

細
目
に
つ
い
て
は
'
ホ
-
.
ク
が
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

H
o
a
k
,
K
.
C
,
p
p
.
2
2
1
-
3
.

(
S
3
)
　
た
だ
し
'
四
人
の
近
侍
長
の
書
記
官
と
し
て
∵
か
れ
ら
の
会
計
帳
簿

を
保
管
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

オ
ズ
ポ
ー
ソ
の
会
計
に
つ
い
て
の
言
及
は
t
 
a
p
.
a
、
v
0
1
.
I
V
,

p
p
.
2
8
,
3
1
'
四
人
の
近
侍
長
の
会
計
に
つ
い
て
は
I
b
i
d
.
,
v
0
1
.
I
l
l
,

p
p
.
1
8
,
1
9
8
,
2
4
3
,
2
8
9
,
3
2
0
,
3
4
6
,
3
7
2
,
3
8
6
,
4
3
8
,
5
3
0
;
v
o
1
.
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I
V
,
p
p
.
8
1
,
9
1
,
1
0
1
,
1
5
7
,
1
8
5
,
2
2
8
,
p
a
s
s
i
m
.
を
比
較
参
照
。

(
S
)
　
H
o
a
k
,
K
.
C
.
,
p
p
.
2
2
5
ふ
.

四
　
テ
ユ
ー
ダ
ー
財
務
行
政
に
占
め
る
国
王
金
庫
の
位
置

1
五
四
九
年
1
0
月
に
サ
マ
セ
ッ
ト
公
か
ら
政
治
的
実
権
を
奪
取
し

た
.
ノ
ー
サ
ム
バ
ラ
ン
ド
公
　
(
J
o
h
n
 
D
a
d
l
e
y
,
D
u
k
e
 
o
f
 
N
o
r
-

t
h
u
m
b
e
r
l
a
n
d
)
の
緊
急
の
政
治
課
題
は
'
危
機
に
瀕
し
た
テ
ユ
ー
ダ
「

財
政
を
再
建
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
∵
か
れ
は
早
々
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
和

平
を
実
現
し
て
対
仏
戦
費
と
小
う
多
大
な
財
政
負
担
を
取
り
除
き
'
国

内
の
財
政
改
革
に
取
り
掛
か
っ
.
た
。
か
れ
の
改
革
の
理
念
は
'
一
五
五

(
-
)

1
年
六
月
一
六
日
の
か
れ
の
覚
え
書
き
か
ら
見
て
取
れ
る
。
か
れ
が
目

指
し
た
の
は
'
「
国
王
自
活
原
則
(
t
h
e
 
K
i
n
g
 
s
h
o
u
l
d
 
l
i
v
e
 
o
f
 
h
i
s

o
w
n
)
」
　
の
復
活
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
国
王
の
経
常
収
入
の
増
加
'

負
債
の
返
済
を
は
か
る
と
と
も
に
'
さ
ら
に
国
家
の
非
常
時
に
備
え
て

準
備
金
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
と
よ
り
関
わ
り
が
深
い
の

は
'
も
ち
ろ
t
ん
後
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
か
れ
の
財
政
改
革
を
そ
れ
と

の
関
連
で
検
討
し
て
み
た
い
。

か
れ
の
政
策
の
特
徴
は
、
重
要
な
政
策
課
題
の
遂
行
の
中
心
に
枢
密

醍
(
よ
り
具
体
的
に
は
枢
密
院
内
に
設
置
さ
れ
た
小
委
員
会
)
を
据
え
'

枢
密
院
の
行
政
的
な
権
限
を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
の
時

代
に
設
置
さ
れ
た
枢
密
院
内
の
小
委
員
会
の
ト
ち
枢
密
院
の
メ
ン
バ
I

が
加
わ
.
っ
て
い
七
も
の
は
三
四
に
の
ぼ
っ
た
が
'
そ
の
う
ち
の
二
〇
の

委
員
会
が
財
政
改
革
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
'
か
れ
が
い
か
に

(
2
)

財
政
問
題
を
重
視
し
て
い
た
か
が
知
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
財
政
に
関
わ
る

委
員
会
は
t
.
そ
の
性
格
か
ら
し
て
い
-
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ

(
ォ
)

と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
'
国
家
財
政
の
現
状
へ
特
に
余
剰
金
の
額

と
そ
の
所
在
を
把
担
す
る
た
め
に
'
各
財
政
部
局
に
会
計
報
告
書
を
提

出
さ
せ
る
も
の
で
'
枢
密
院
の
令
状
か
ら
少
な
く
と
も
六
つ
の
委
員
会

:
o

を
確
認
で
き
る
。
枢
密
院
は
'
財
務
府
'
増
加
収
入
裁
判
所
な
ど
主
要

財
政
部
局
の
財
務
官
に
対
し
て
'
毎
週
土
曜
日
に
'
枢
密
院
に
お
い
て

会
計
報
告
を
行
な
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
が
'
そ
こ
ま
で
厳
密
に
会
計

報
告
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
今
の
_
し
ろ
見

(
^
)

つ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
枢
密
院
が
度
々
そ
う
し
た
会
計
報
告
の
提
出

を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
必
ず
し
も
う
ま
く
機
能
し
て
い
た

(
6
)

と
は
考
え
に
-
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ら
の
会
計
報
告
の
中
で
、

枢
密
院
が
最
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
情
報
は
'
各
財
政
部
局
に
お
い
て

い
ま
だ
未
徴
収
の
収
入
な
ら
び
に
未
返
済
の
国
王
へ
の
債
務
の
額
と
日

下
の
余
剰
金
の
額
で
あ
っ
た
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
当
時
十
万
ポ
ン
ド

(
7
)

に
も
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ
た
滞
納
金
や
負
債
金
の
徴
収
業
務
を
虫
化

し
'
収
入
の
増
加
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
五
五
二
年
一
月
二
日

:
q

に
六
名
か
ら
な
る
最
初
の
負
債
徴
収
委
員
会
が
発
足
し
、
同
年
二
月
八

日
に
枢
密
院
の
令
状
に
よ
っ
て
へ
各
財
政
部
局
に
対
し
て
負
債
徴
収
の

(
9
)

虫
化
と
そ
の
手
続
き
方
法
が
示
さ
れ
た
。
l
そ
れ
に
よ
る
と
各
財
政
部
局

は
'
各
過
ご
と
に
徴
収
金
を
送
金
す
る
よ
-
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
'

注
目
す
べ
き
こ
と
は
へ
そ
の
送
金
先
と
し
て
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
.
バ
ー
へ
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し
か
も
前
述
の
オ
ズ
ポ
ー
ソ
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
か
れ
の
受
領
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
t
.

た
と
え
は
少
な
く
と
も
財
務
府
か
ら
議
会
援
助
金
　
(
r
e
l
i
e
f
　
図
表
2

を
参
照
)
七
、
四
七
九
ボ
ン
_
ド
'
負
債
徴
収
権
1
1
へ
〇
〇
七
ポ
ン
ド
へ

増
収
裁
判
所
か
ら
は
負
債
徴
収
額
と
し
て
一
六
'
六
六
七
ポ
ン
ド
が
送

M

金
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
む
各
財
政
部
局
か
ら
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム

.
バ
ー
へ
の
送
金
は
'
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
に
基
づ
い
て
四
人
の
近
侍

c
:

に
対
し
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
'
前
述
の
と
お
り
'
プ
リ
ヴ

ィ
・
チ
ェ
ム
'
ハ
I
に
関
す
る
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
の
中
で
は
、
両
者

は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
'
オ
ズ
ポ
ー
ン
の
金
庫
の
余
剰
金
は
t

k
i
n
g
.
s
M
a
j
e
s
t
i
e
s
s
p
e
c
i
a
l
s
e
r
v
i
c
e
つ
ま
り
軍
事
費
の
よ
う
な
国
家

の
非
常
の
必
要
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事

実
か
ら
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
.
i
l
な
ろ
う
。
.
す
な
わ
ち
へ
　
ノ
ー
サ
ム
バ

ラ
ン
ド
公
は
テ
ユ
ー
ダ
I
財
政
を
建
て
直
す
に
際
し
て
へ
・
国
家
の
非
常

時
に
い
つ
で
も
即
座
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
準
備
金
庫
の
創
設
を
考
え

て
い
た
。
そ
の
必
要
性
自
体
は
、
~
す
で
に
一
五
三
七
年
の
段
階
で
政
府

(
2
)

内
部
で
も
認
識
ざ
れ
て
い
た
が
二
か
れ
は
そ
れ
を
初
め
て
具
体
化
し
よ

う
と
し
や
秒
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
が
注
目
l
し
た
の
は
、
l
五
四
〇
年

代
以
降
へ
国
家
財
政
に
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
~
な
っ
て
い
た
プ
リ
ヴ
ィ

・
チ
ェ
ム
パ
I
内
の
国
王
金
庫
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
れ
ま
で
は
っ
き

り
し
て
い
な
か
っ
た
国
王
金
庫
内
の
国
王
家
政
と
国
家
財
政
部
門
と
を

明
確
に
.
分
け
'
後
者
を
テ
.
ユ
ー
ダ
ー
財
政
構
造
の
中
に
組
織
的
に
位
置

付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
や
監
査
を
通
'
}
て

オ
ズ
ポ
ー
ソ
の
金
庫
を
枢
密
院
(
事
実
上
ノ
ー
サ
ム
バ
ラ
ン
ド
公
)
　
の

直
接
管
理
下
に
置
い
て
運
営
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
最
後
に

残
っ
た
問
題
と
し
て
'
ノ
ー
サ
ム
.
ハ
ラ
ン
ド
公
が
国
家
の
非
常
時
に
備

え
た
準
備
金
庫
を
財
務
府
な
ど
の
既
存
の
財
政
部
局
で
は
な
く
'
な
ぜ

宮
内
府
内
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
.
ハ
「
に
求
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
,
同
局
は
国
王
町
私

生
静
の
場
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
国
王
金

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

庫
も
、
あ
-
ま
で
国
王
の
個
人
的
な
金
庫
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
た
と
え
ば
'
国
王
金
庫
か
ら
の
支
払
い

は
、
国
王
の
口
頭
な
い
し
は
書
面
に
よ
る
も
の
'
あ
る
い
は
こ
の
時
期

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
に
基
づ
い
て
、
簡
略
か
つ

迅
速
に
現
金
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ノ
ー
サ
ム

・
ハ
ラ
ン
ド
公
は
財
務
府
な
ど
の
よ
う
に
煩
雑
で
時
間
ば
か
り
浪
費
し
て

(
_
3
)

し
ま
う
会
計
業
務
や
会
計
監
査
を
回
避
し
て
'
き
わ
め
て
迅
速
か
つ
合

(
Z

理
的
に
財
政
危
機
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
や
や
逆
説

的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
国
王
金
庫
が
王
室
家
政
の
み
な
ら

ず
国
家
財
政
と
の
関
係
を
強
め
へ
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ

の
非
公
式
性
、
.
迅
速
性
'
融
通
性
と
.
い
う
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
的
性
格
に

依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

読
(
-
ォ
)
　
H
a
t
f
i
e
l
d
 
H
o
u
s
e
,
C
e
c
i
l
'
s
 
P
a
p
e
r
s
,
1
5
1
,
f
o
s
.
7
-
8
,
c
i
t
e
d
 
i
n

H
o
a
k
,
T
h
e
K
i
n
g
'
s
C
o
u
n
c
i
l
i
n
t
h
e
R
e
i
g
n
o
f
E
d
w
a
r
d
 
V
I
(
C
a
m
-

b
r
i
d
g
e
,
1
9
7
6
)
,
p
p
.
2
0
4
-
6
.

(
<
m
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
2
0
8
.

(
3
)
　
以
下
に
述
べ
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
他
に
'
第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
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て
'
国
家
財
政
全
体
の
状
況
を
把
握
し
'
財
政
部
局
の
統
配
合
に
つ
小

て
検
討
す
る
委
員
会
(
一
五
五
二
年
三
月
二
三
日
'
」
五
五
二
年
一
二

月
1
二
日
{
C
a
l
e
n
d
a
r
o
f
t
h
e
P
a
t
e
n
t
R
o
l
l
s
(
以
下
C
.
P
.
R
.
略
記
)
.

v
0
1
.
I
V
,
p
p
.
3
5
3
-
4
,
3
9
1
-
2
.
)
が
あ
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
委
員

会
の
性
格
に
つ
い
て
は
'
以
下
の
研
究
参
照
　
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
,
e
d
.
,

T
h
e
R
e
p
o
r
t
o
f
t
h
e
R
o
y
a
l
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
1
5
5
2
(
W
e
s
t
V
i
r
g
i
n
i
a
,

1
9
7
4
)
;
E
l
t
o
n
,
'
M
i
d
-
T
u
d
o
r
 
F
i
n
a
n
c
e
'
,
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
J
o
u
r
n
a
l
;
2
0
-

3
,
1
9
7
7
,
p
p
.
7
3
7
-
4
0
:
A
l
s
o
p
,
T
h
e
 
R
e
v
e
n
u
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f

1
5
5
2
'
,
I
b
i
d
.
,
2
2
-
3
,
1
9
7
9
,
p
p
.
5
1
1
-
3
3
.

(
4
)
　
六
つ
の
委
員
会
の
~
設
置
期
日
は
二
五
四
九
年
一
〇
月
一
八
日
二

五
五
〇
年
五
月
一
一
日
'
一
五
五
一
年
七
月
九
日
へ
一
五
五
二
年
四
月

三
日
へ
　
同
年
五
月
二
九
日
'
同
年
十
二
月
二
日
(
A
P
.
C
,
v
0
1
.
I
I
,

p
.
3
4
6
;
v
0
1
.
I
l
l
,
p
p
.
2
9
,
3
1
5
;
v
0
1
.
I
V
,
1
2
,
6
2
,
1
8
3
.
)
-

(

ォ

)

　

H

o

a

k

,

o

p

.

c

i

t

,

p

p

.

1

3

0

-

1

,

2

0

6

;

R

i

c

h

a

r

d

s

o

n

,

o

p

,

c

i

t

,

p

.

3

6

7

.

(
6
)
　
へ
ソ
リ
七
世
治
世
の
一
五
〇
五
年
頃
か
ら
す
で
に
t
 
a
n
n
u
巴

d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
t
r
e
a
s
u
r
y
の
提
出
が
財
務
府
な
ど

に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
'
そ
の
後
衰
微
L
t
　
1
五
五
七
年
こ
ろ
に

は
作
成
さ
れ
な
-
な
っ
た
。
拙
稿
「
-
-
財
務
府
出
納
部
の
支
払
い
関

係
記
録
に
つ
い
て
」
六
三
貫
。

(
*
-
)
　
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
,
o
p
.
c
i
t
,
p
p
.
1
8
3
,
3
6
1
.

(
w
)
　
C
.
P
.
R
.
,
v
0
1
.
I
V
,
p
.
1
4
4
.

(
<
*
)
　
A
.
P
.
C
,
v
0
1
.
I
l
l
,
p
p
.
4
7
5
,
5
0
1
-
3
.

(
2
)
　
前
章
註
(
8
)
を
参
照
。

t
e
)
　
本
稿
一
三
頁
を
参
照
。

(
ほ
)
'
M
e
m
o
r
a
n
d
a
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,

1
5
3
7
'
,
p
r
i
n
t
e
d
 
i
n
E
l
t
o
n
,
e
d
.
,
T
h
e
 
T
u
d
o
r
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
(
C
a
m
-

b
r
i
d
g
e
,
1
9
8
2
(
I
9
6
0
)
)
,
p
p
.
1
4
3
-
4
.

(
2
)
　
財
務
府
の
会
計
業
務
に
つ
い
て
は
'
前
掲
拙
稿
'
六
五
頁
。
拙
稿
「
テ

ユ
「
ダ
ー
前
期
財
務
府
出
納
部
の
会
計
業
務
に
つ
い
て
」
『
西
洋
史
学
』

一
六
一
号
へ
一
九
九
一
年
へ
　
四
九
-
六
一
頁
。

(
3
)
　
も
ち
ろ
ん
国
王
金
庫
を
用
い
る
際
に
'
枢
密
院
や
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ

ム
'
バ
ー
の
主
要
な
ボ
ス
-
を
自
派
で
固
め
て
お
-
こ
と
が
前
提
で
あ
っ

た
が
'
ノ
ー
サ
ム
バ
ラ
ン
ド
公
は
そ
の
点
で
も
怠
り
は
な
か
っ
た
。

H
o
a
k
,
K
.
C
.
,
p
p
.
2
2
8
-
3
0
;
D
o
,
P
.
C
,
p
p
.
9
6
-
1
0
4
;
D
o
,
T
h
e

K
i
n
g
'
s
 
C
o
u
n
c
i
l
-
,
p
.
8
7
a
n
d
 
p
a
s
s
i
m
.

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
テ
ユ
ー
ダ
ー
中
期
に
枢
密
院
を
中
心
と
す
る
政
府
が
'
い

か
に
戦
時
財
政
を
運
営
L
t
ま
た
そ
の
後
の
財
政
危
機
を
克
服
し
ょ
う

と
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
へ
宮
内
府
内
の
国
王
金
庫
の
運
用

を
中
心
に
見
て
き
た
。
.
そ
こ
で
最
後
に
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と

を
'
研
究
史
の
中
に
位
置
付
け
な
が
ら
そ
の
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
き
た
い
。

ま
ず
第
1
に
こ
の
時
期
に
事
実
上
プ
-
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
'
バ
ー
の
管
轄

下
に
あ
っ
た
国
王
金
庫
は
、
国
王
家
政
の
み
な
ら
ず
'
戦
争
や
そ
の
他

の
国
家
の
必
要
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
準
備
金
庫
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。
さ
ら
に
'
当
時
の
財
政
組
織
の
中
に
位
置
付
け

て
み
る
と
'
各
財
政
部
局
の
余
剰
金
を
集
中
管
理
す
る
い
わ
ば
中
央
金
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庫
の
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
金
額
的
な
面
か
ら
国

家
財
政
運
営
へ
の
貢
献
度
を
は
か
っ
た
場
合
へ
　
明
ら
か
に
そ
れ
は
国
王

金
庫
よ
り
も
各
財
政
部
局
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
o
 
L
か
t
こ
こ
で
注

目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
政
府
が
こ
の
時
期
に
国
王
金
庫
を
積
極
的

に
国
家
財
政
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
た
こ
七
の
政
策
的
意
図
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
'
そ
れ
は
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
'
バ
ー
の
会
計
業
務
の
非

公
式
性
へ
　
迅
速
性
'
融
通
性
と
い
っ
た
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
的
性
格
を
十

分
に
活
用
す
K
?
U
と
に
よ
っ
て
へ
　
こ
の
時
期
の
財
政
運
営
を
円
滑
に
行

な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
'
か
つ
て
エ
ル
ー
ソ
が
述
べ
た
よ

う
に
、
一
五
三
〇
年
代
半
ば
以
降
の
テ
ユ
ー
ダ
ー
財
務
行
政
は
'
ハ
ウ

ス
ホ
ー
ル
ド
的
性
格
か
ら
官
僚
制
的
な
性
格
へ
と
革
命
的
な
変
化
を
遂

げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
-
と
も
一
六
世
紀
半
ば
ま
で
'
プ
リ

ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
バ
ー
が
財
務
行
政
の
1
巽
を
担
っ
て
お
り
へ
　
財
務
府
を

初
め
と
す
る
各
財
政
部
局
と
競
合
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
'
相

(
-
)

互
補
完
関
係
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
t
l
国
王
金
庫
の
運
営
が
成
功
し
た
背
景
に
は
'
1
五
四
〇
年

代
以
降
に
へ
.
枢
密
院
の
組
織
が
整
備
さ
れ
て
テ
ユ
ー
ダ
ー
財
務
行
政
の

中
心
に
据
え
ら
れ
、
全
体
を
統
括
す
る
体
制
が
整
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

(
M
l

れ
る
.
こ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
よ
う
に
t
　
へ
ン
-
七
世
や
ウ
ル
ジ
'

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
な
ど
の
よ
う
な
有
力
な
個
人
に
頼
る
の
で
は
な
-
'
一

つ
の
組
織
に
よ
っ
て
政
策
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
エ
ル
ト

ソ
は
そ
こ
に
も
官
僚
制
的
な
性
格
を
見
よ
う
と
す
る
が
'
当
時
の
枢
密

院
の
財
政
運
営
か
ら
果
た
し
て
は
っ
き
り
と
そ
れ
が
官
僚
制
的
性
格
を

強
め
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
国
王
金
庫
の
運
用
に
も
頻

繁
に
用
い
ら
れ
た
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
(
t
h
e
P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
l
W
a
r
-

r
a
n
t
)
　
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
一
五
四
〇
年
代
以
降
へ
　
同

令
状
は
政
府
か
ら
各
財
政
部
局
へ
の
支
払
い
・
送
金
の
命
令
を
行
な
う

際
に
'
従
来
の
よ
う
に
玉
璽
(
P
r
i
v
y
 
S
e
a
l
)
　
御
璽
(
S
i
g
n
e
t
 
S
e
a
l
)

に
基
づ
-
令
状
に
変
わ
っ
て
'
一
度
限
り
の
特
別
な
支
払
い
令
状
と
し

f
a

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
枢
密
院
が
た
び
た
び
各
財

政
部
局
に
対
し
て
会
計
報
告
を
求
め
た
の
も
へ
　
こ
の
支
払
い
令
状
を
発

行
す
る
た
め
に
'
各
部
局
の
支
払
い
能
力
を
把
捉
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
令
状
に
は
'
支
払
い
手
続
き
上
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
問

題
を
残
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
'
枢
密
院
は
一
五
五
六
年
ま
で
固
有

の
印
璽
を
備
え
て
お
ら
ず
へ
　
こ
の
よ
う
な
正
規
の
印
璽
を
伴
わ
な
い
枢

密
院
の
メ
ン
バ
I
の
署
名
の
み
に
よ
る
支
払
い
と
い
う
手
続
き
上
の
急

激
な
変
化
は
'
た
と
え
ば
財
務
府
の
よ
う
な
伝
統
を
重
ん
じ
る
所
で
は

認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
支
払
い
令
状
と
し

て
の
法
的
根
拠
が
薄
い
と
い
う
財
務
府
側
の
主
張
は
'
も
っ
と
も
な
話

リ
o

で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
枢
密
院
が
そ
の
ュ
う
な
方
法
を
好
ん
で
用
い
た

の
で
.
あ
ろ
う
か
。
国
王
が
同
令
状
の
発
行
を
認
可
し
た
一
五
四
九
年
の

授
権
書
(
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
　
に
よ
れ
ば
'
「
国
王
の
城
塞
や
砦
の
費
用
の

支
払
い
を
目
的
と
す
る
令
状
が
国
王
の
署
名
(
h
i
s
 
o
w
n
 
s
i
g
n
i
n
g
)
を

待
つ
間
に
遅
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
」
の
措
置
で
あ
る
と
し
て

(

・

r

.

)

い
る
o
 
L
か
し
へ
　
国
王
金
庫
関
係
の
枢
密
院
の
支
払
い
令
状
の
内
容
を

見
て
も
'
そ
れ
は
軍
事
費
の
み
な
ら
ず
国
王
家
政
費
の
支
払
い
へ
　
国
王

金
庫
へ
の
送
金
を
初
め
と
し
て
様
々
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
?
て
へ
　
そ
の
真
の
目
的
は
'
枢
密
院
が
全
般
的
な
支
払
い
手
続
き
に
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旧
来
の
も
の
よ
り
も
非
公
式
で
効
率
的
か
つ
迅
速
な
方
法
を
採
用
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
人
的
構
成
の
点
か
ら

見
て
も
'
サ
マ
セ
ッ
ト
公
の
時
代
の
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
パ
ー
の
≡
.

人
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
九
人
が
枢
密
院
議
員
を
兼
ね
て
お
り
へ
エ
ド

ヮ
「
ド
治
世
全
体
と
し
て
見
て
も
t
.
枢
密
院
議
員
全
体
の
う
ち
へ
四
分

:
o

一
が
最
初
に
同
局
の
近
侍
を
経
験
し
て
い
た
t
と
い
う
ホ
ー
ク
の
指
摘

は
'
枢
密
院
と
プ
リ
ヴ
ィ
・
チ
ェ
ム
パ
ー
(
さ
ら
に
は
宮
内
府
)
と
の

関
係
を
考
え
て
い
-
上
で
も
'
重
要
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
.
い
て
、
t
従
来
の
よ
う
に
ハ

ゥ
ス
ホ
ー
ル
ド
的
性
格
か
ら
官
僚
制
的
性
格
に
い
か
に
転
換
し
た
の
か

を
問
う
よ
り
も
'
そ
れ
ら
が
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
へ
　
こ
の

時
期
の
財
務
行
政
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か

ら
再
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註
(
-
)
　
メ
ア
リ
治
世
以
降
の
国
王
金
庫
に
つ
い
て
は
'
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

い
が
'
中
央
金
庫
と
し
て
の
役
割
は
'
一
五
七
二
年
に
財
務
府
内
に
設

置
さ
れ
た
a
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
p
o
s
i
t
t
r
e
a
s
u
r
y
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
'
い
ま
だ
十
分
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

A
l
s
o
p
,
T
h
e
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
E
a
r
l
y
 
T
u
d
o
r
 
F
i
n
a
n
c
e
,
c
.
1
5
0
9
-

1
5
5
8
'
,
i
n
 
R
.
R
.
t
 
p
p
.
1
3
5
-
1
6
2
,
e
s
p
.
1
4
1
,
1
6
2
;
C
o
l
e
m
a
n
,
C
,

'
A
r
t
i
f
i
c
e
 
o
r
 
A
c
c
i
d
e
n
t
?
T
h
e
 
R
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
x
c
h
e
-

q
u
e
r
o
f
R
e
c
e
i
p
t
c
.
1
5
5
4
-
1
5
7
2
'
,
i
n
l
b
i
d
.
,
p
p
.
1
6
3
-
1
9
8
,
e
s
p
.

1

9

4

.

(
c
m
)
　
A
l
s
o
p
,
o
p
.
c
i
i
,
p
.
1
5
8
-
1
6
2
.

(

e

。

)

　

A

l

s

o

p

,

T

r

o

t

e

c

t

e

r

S

o

m

e

r

s

e

t

a

n

d

W

a

r

r

a

n

t

s

f

o

r

′

P

a

y

m

e

n

t

'

,

B
u
l
l
e
t
i
n
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
o
f
 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
R
e
s
e
a
r
c
h
,
v
0
1
.
L
V

(
1
9
8
2
)
,
p
p
.
1
0
2
-
8
.

(
4
)
　
結
局
'
財
縫
府
は
支
払
い
後
に
へ
そ
の
手
続
き
を
正
式
に
記
録
す
る

た
め
'
い
わ
ば
事
後
承
認
の
形
で
枢
密
院
に
対
し
て
玉
璽
令
状
を
請
求

す
る
こ
と
で
法
的
根
拠
を
充
足
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。

H
o
a
k
,
T
h
e
K
i
n
g
'
s
C
o
u
n
c
i
1
-
・
p
.
1
4
8
;
A
l
s
o
p
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
1
0
3
.

(
"
0
 
C
.
P
.
R
.
,
E
d
V
I
,
v
0
1
.
I
I
,
p
p
.
2
5
0
-
1
.

(

ォ

>

)

　

H

o

a

k

,

K

.

C

.

,

p

.

2

3

0

-

1

;

D

o

,

T

h

e

K

i

n

g

'

s

C

o

u

n

c

i

1

-

,

p

.

8

7

.

(
広
島
大
学
文
学
部
)

88



A Study on Nguyen Truong To's Reformist Thought

-An introduction to the formation of Vietnamese

reformist ideology in the second half of 19th century-

by Nguyen Tien Luc

In也is paper, I study the formative process of Nguyen Truong To's reformist thought

and analyze its main contents on the basis of his writings which were found and publish-

ed recently in Vietnam. This paper makes the following points clear:

1) Nguyen Truong To's reformist thought was formed under the influences of mムdern

Western ideology and the reforms in Asian neighboring countries at the second half of

the 19th century. It was the result of the combination of modern Western and traditional

Eastern ideologies.

2) The all-around reformist plan submitted by Nguyen Truong To contained many

new ideas, including the open-door policy, the import of foreign model machineries and

the call for foreign investments to Vietnam which, I think, were most important. Further-

more, he emphasized that the aim of those proposals was ,to "enrich the people,

strengthen the country.

3) Judging from the conditions of Vietnamese society at that time, Nguyen Truong

To's reformist proposals were almost impossible to be carried out. But his thought was

the first and the most valuable thought of Vietnamese reformist ideology at the second

half of the 19th century and had much influence on ・formation of the reformist and

revolutional ideology at the beginning of the 20th century.

The Mid-Tudor Crisis and the administration

of the Public Finance

-The administration of the King's Coffers-

by Taro Inai

In the study of the financial administration in Tudor period, the role of the financial

agencies which were established in 1530's and had the bureaucratic characters, has been

to be very important. But, then, the role of the king's household has been under-

estimated in the theory of `Tudor Revolution in Government.

In this article, I'll examine the role of the king's household, espicially, the King s Cof-

fers in the Privy Chamber, in Tudor financial administration. As a result, I'll insist that

the King's Coffers in the Privy Chamber played the important role in the financial ad-

ministration of English-French, Scotish war and financial crisis in mid-Tudor period,
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mainly two points as follows;

First, the King s Coffers in the Privy Chamber played the important role in the ad-

ministration, of not only the king's household, but also war, other public neessity. They

were the deposit treasury for the emergency of public finance, too.

Second, one of the reason why the administration of the king's coffers succeeded is

the establishment of the central control of the financial administration by the Privy Couヮ-

cil. The Privy Council positively used the king's coffers to orvercome the difficulties of

the financial administration in mid-Tudor period, because they had the characters of un-

officiality, speed and flexibility which were the characters of the king's household, too.

So, the Privy Chamber, one office of the king's household played the important role in
t

the administration of the public finance, at least till mid-Tudor period. In genaral

terms, the entire perception of the main institutions-Exchequer, king's household, and

the new departments of 1536-42 as radically different and competitive units in a

fragmented financial structure requires thorough revision. On the whole these agencies

were not rivals engaged in institutionalized compitition.




