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元
　
　
司

一
、
問
題
の
所
在

筆
者
は
こ
れ
ま
で
主
に
宋
代
新
東
の
地
域
社
会
史
に
つ
い
て
研
究
を

お
こ
な
っ
て
き
た
が
'
本
稿
で
は
や
や
角
度
を
か
え
'
そ
の
地
域
社
会

が
'
中
国
経
済
史
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を

考
察
す
右
た
め
に
へ
ま
ず
は
手
始
め
と
し
て
」
前
菜
の
海
港
都
市
を
め

(
-
)

ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
の
素
描
を
試
み
た
い
。

ま
ず
'
宋
代
が
'
中
`
国
経
済
史
の
中
で
い
か
な
る
段
階
に
あ
っ
た
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
'
斯
波
義
信
氏
の
宋
代
商
業
に
関
す
る

研
究
(
斯
波
一
九
六
八
)
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
斯
波
氏
に
よ

れ
ば
、
唐
宋
変
革
を
特
徴
づ
け
る
「
商
業
の
繁
栄
」
の
指
標
が
以
下
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
O
・
す
な
わ
ち
へ
①
顕
著
な
都
市
化
現
象
(
u
r
-

甘
n
i
z
a
t
i
o
n
)
t
.
①
全
国
的
市
場
圏
の
成
立
お
よ
び
農
業
の
商
品
経
済

化
、
③
私
的
土
地
所
有
の
一
般
的
成
立
お
よ
び
商
品
・
貨
幣
経
済
の
画

期
的
な
発
展
を
前
提
と
し
た
経
済
体
制
の
転
換
、
の
三
点
で
あ
る
。

斯
波
氏
は
、
右
の
後
さ
ら
に
'
宋
代
江
南
の
経
済
史
を
論
じ
る
際
に
'

「
社
会
間
比
較
」
(
c
r
。
s
s
s
o
c
i
e
t
a
-
c
O
m
p
a
n
s
O
n
)
よ
り
も
'
ま
ず
「
社

会
内
比
較
」
(
i
n
t
r
a
s
o
c
i
e
t
巴
c
o
m
p
a
n
s
o
n
)
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性

を
説
き
'
生
態
系
(
e
c
o
s
y
s
t
e
ヨ
)
の
中
に
お
け
る
工
学
的
適
応
・
農

学
的
適
応
の
過
程
を
通
し
て
の
分
析
を
提
唱
し
て
い
る
(
斯
波
一
九

八
八
)
0

こ
う
し
た
斯
波
氏
の
分
析
視
角
は
、
長
期
的
視
点
を
も
踏
ま
え
た
意

欲
的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
汲
む
べ
き
点
は
多
い
。
た
だ
し
'
現
代

的
あ
る
い
は
現
在
的
と
も
い
う
べ
き
立
場
で
考
え
た
場
合
、
両
書
で
の

氏
の
視
点
に
は
'
多
か
れ
少
な
か
れ
不
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
部
分
も
あ

る
。
そ
れ
は
'
斯
波
氏
の
場
合
'
主
要
な
関
心
が
「
開
発
」
の
側
面
に

あ
り
'
そ
の
開
発
に
よ
っ
て
生
態
系
か
ら
い
か
な
る
報
復
を
受
け
た
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
へ
こ
れ
ま
で
決
し
て
十
分
な
考
察
を
お
こ
な

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
最
近
の
中
国
前
近
代
史
研
究
に
お
い
て
注
目

さ
れ
始
め
て
い
る
の
が
、
「
環
境
史
」
の
視
点
で
あ
る
。
現
段
階
で
主

た
る
研
究
対
象
と
な
っ
て
.
い
る
の
は
明
清
時
代
で
あ
る
が
へ
そ
の
分
析

を
お
こ
な
っ
て
い
る
研
究
者
の
中
か
ら
は
'
た
と
え
ば
上
田
信
氏
が
'



南宋期新東海港都市の停滞と森林環境(岡)

中
国
は
世
界
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前
か
ら
森
林
破

壊
な
ど
の
生
態
系
の
破
壊
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、

世
界
資
本
主
義
に
組
み
込
ま
れ
た
後
で
生
態
系
の
破
壊
が
問
題
と
な
る

東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
の
文
明
と
異
な
る
、
と
い
っ
た
観
点
を
提
示

し
て
い
る
　
(
上
田
　
1
九
八
九
)
。
ま
た
へ
官
等
洋
1
氏
は
'
「
自
然
と

融
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ア
ジ
ア
文
明
」
と
い
う
見
方
に
対

す
る
批
判
を
お
こ
な
う
(
官
寄
　
1
九
九
四
)
な
ど
t
.
環
境
史
に
対
す

る
斬
新
な
視
角
が
い
ろ
い
ろ
と
出
さ
れ
始
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
新
た
な
研
究
潮
流
に
啓
発
さ
れ
つ
つ
'
筆
者
が
研
究
対
象

と
し
て
き
た
宋
代
'
中
で
も
そ
の
後
半
の
南
宋
l
(
二
二
七
～
一
二
七

六
)
　
と
い
う
時
期
に
目
を
移
す
時
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
t
 
T
h
e

P
a
t
t
e
r
n
o
f
t
h
e
C
h
i
n
e
s
e
P
a
s
t
と
項
し
た
マ
ー
ク
=
エ
ル
グ
ィ
ソ
氏

の
中
国
経
済
史
に
関
す
る
著
書
で
あ
る
　
(
E
l
v
i
n
1
9
7
3
)
。
本
書
に
お

い
て
は
'
斯
波
氏
が
示
し
た
の
と
同
様
の
唐
宋
期
に
お
け
る
経
済
変
革

を
、
"
M
e
d
i
e
v
a
l
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
'
1
　
す
な
わ
ち
中
世
経
済

革
命
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
エ
ル
グ
ィ
ソ
氏
の
著
書
で
は
さ

ら
に
'
そ
の
'
M
e
d
i
e
v
a
l
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
"
が
終
わ
っ
た

後
の
一
四
世
紀
に
'
明
清
時
代
に
向
け
て
の
"
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e

g
r
o
w
t
h
,
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
 
s
t
a
n
d
s
t
i
l
l
"
'
つ
ま
り
「
量
的
な
成
長
、
質
的

な
行
き
詰
ま
り
」
へ
の
転
換
点
が
訪
れ
た
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
'

農
業
・
商
業
な
ど
の
量
的
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
農
業
の
単
位
面
積

当
た
り
の
生
産
性
が
限
界
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
"
t
h
e
 
h
i
g
h
⊥
e
v
e
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
t
r
a
p
"
.
(
高
位
均
衡
の

E
t
.
ナ
)
.
と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
。

エ
ル
グ
ィ
ソ
氏
の
論
じ
る
1
四
世
紀
の
転
換
に
は
、
中
国
・
i
l
お
け
る

人
口
重
心
の
長
期
的
変
化
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
氏
が
注
目
す
る
の

は
'
中
国
を
南
北
に
分
け
た
場
合
の
北
と
南
の
人
口
比
率
の
変
化
で
あ

る
。
周
知
の
ご
と
く
古
代
か
ら
中
国
の
人
口
は
黄
河
を
中
心
と
し
た
華

北
が
多
く
を
占
め
、
初
め
は
南
方
の
人
口
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'

徐
々
に
増
加
を
兄
へ
　
江
南
の
開
発
が
大
き
-
進
ん
だ
"
M
e
d
i
e
v
a
l

E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
"
に
よ
っ
て
.
 
、
逆
に
南
方
が
多
数
を
占
め
る

よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
代
を
境
に
、
再
び
北
方
の
人
口
比
率
が

増
加
に
転
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
エ
ル
グ
ィ
ソ
氏
に
よ
れ
ば
'
こ
れ
以

後
の
人
口
増
大
に
お
い
て
は
、
.
主
た
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
華
北
と
な
り
へ

宋
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
生
産
性
の
顕
著
な
増
加
は
伴
わ
ず
'
耕
地
面

積
な
ど
の
量
的
な
拡
大
過
程
で
あ
る
と
し
て
い
る
?
　
　
l

こ
の
よ
う
に
人
口
割
合
の
増
加
し
た
地
域
が
華
北
で
あ
っ
た
こ
と
の

裏
側
に
は
'
江
南
の
方
で
も
、
発
展
が
何
ら
か
の
限
界
を
迎
え
て
い
.
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
」
如
上
の
転
換
点
を
念
頭
に
お
い
た
う

え
で
'
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
近
年
、
.
程
民
生
氏
に
よ
っ
て
唱
え

ら
れ
て
い
る
南
宋
経
済
「
衰
退
」
論
で
あ
る
。
・
程
氏
は
t
 
l
戦
争
に
よ
る

破
壊
や
税
収
不
足
に
よ
る
収
奪
強
化
へ
.
土
地
兼
併
の
白
熱
化
に
よ
る
階

層
分
化
な
ど
と
い
っ
た
南
宋
期
に
対
し
て
既
に
お
こ
な
わ
れ
が
ち
な
タ

イ
プ
の
説
明
に
と
ど
ま
ら
ず
'
水
利
施
設
の
荒
廃
'
生
態
バ
ラ
ソ
ス
の

崩
壊
'
手
工
業
の
衰
退
な
ど
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

事
実
の
掘
り
起
こ
し
を
ほ
か
っ
て
い
る
(
程
民
生
一
九
八
九
.
二
九

九
二
)
.
 
。
程
氏
の
分
析
は
'
惜
し
む
ら
-
は
羅
列
的
で
あ
り
t
.
し
か
も

長
期
的
展
望
に
乏
し
い
の
が
難
点
で
は
あ
る
。
l
だ
が
、
氏
が
列
挙
し
た
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南
宋
期
の
実
態
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
右
に
示
し
た
エ
ル
グ
ィ
ソ

氏
の
T
四
世
紀
の
転
換
点
に
よ
っ
て
収
束
す
る
'
M
e
d
i
e
v
a
l
 
E
c
o
-

n
o
ヨ
i
c
 
R
e
く
0
1
u
t
i
o
n
=
の
、
ま
さ
に
収
束
の
「
前
夜
」
と
も
言
う
べ

き
時
期
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
南
宋
と
い
う
時
期
が
当
た
っ
て
い
る

と
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

・
以
上
の
よ
`
う
に
'
本
稿
に
お
い
て
は
'
経
済
発
展
の
視
点
で
は
な
く
L
 
I

環
境
の
変
化
の
中
で
様
々
な
矛
盾
の
表
出
し
始
め
た
場
と
し
て
の
南
宋

断
東
地
域
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
.
な
お
、
.
こ
の
地
域

に
関
し
て
1
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
寸
ル
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
「
広

域
経
済
圏
」
と
い
う
言
葉
と
絡
め
て
説
明
を
つ
け
加
え
て
お
{
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
.
_
す
な
わ
ち
へ
本
稿
で
言
う

「
広
域
」
と
は
、
国
境
の
枠
を
前
提
と
し
て
海
港
都
市
を
性
格
づ
け
る

の
で
は
な
く
]
中
国
国
内
の
遠
距
離
間
取
引
と
対
外
貿
易
と
を
同
時
に

捉
え
る
概
念
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
'

た
と
え
ば
へ
.
南
宋
期
中
国
の
海
港
都
市
に
閑
t
て
常
に
語
ら
れ
て
き
た

よ
う
な
繁
栄
し
た
海
港
都
市
の
像
も
'
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い

を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
.
 
'
東
南
ア
ジ
ア
を
主
要
貿
易
相
手
に

し
て
い
た
広
州
・
泉
州
と
は
異
な
り
.
I
対
外
的
に
は
日
本
や
高
霞
を
主

:ca

要
貿
易
相
手
と
し
て
い
た
明
州
・
温
州
な
ど
折
東
の
海
港
都
市
に
は
、

同
じ
南
宋
期
に
お
い
て
も
'
ま
た
異
質
な
歩
み
を
見
せ
た
の
で
は
な
か

巧
ケ
か
。
し
か
も
、
そ
の
折
東
海
港
都
市
は
」
首
都
機
能
を
果
た
し
て

~
い
た
臨
安
(
杭
州
)
　
に
近
接
し
'
.
さ
ら
に
は
農
業
生
産
量
の
多
い
長
江

下
流
域
に
も
近
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
・
H
'
南
宋
の
経
済
状
況
を
論
・
)

る
う
え
で
'
よ
り
重
要
性
は
高
い
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
、

こ
の
よ
う
に
国
境
を
越
え
た
「
地
域
」
へ
　
そ
し
て
発
展
の
裏
側
で
進

行
し
て
い
た
T
「
環
境
」
の
変
化
な
ど
'
新
東
海
港
都
市
が
ど
の
よ
う
な

(

蝣

・

)

状
況
に
取
り
巻
か
れ
て
い
た
の
か
を
へ
以
下
、
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
、
.
漸
東
海
港
都
市
の
成
長
と
停
滞

本
章
で
は
t
.
先
行
研
究
も
参
照
し
な
が
ら
へ
宋
代
に
お
い
て
明
州
・

温
州
と
い
っ
た
新
東
地
域
の
代
表
的
海
港
都
市
が
'
成
長
し
次
い
で
停

滞
へ
上
向
か
っ
l
て
い
っ
た
経
過
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
l

そ
の
前
提
条
件
と
し
て
'
両
都
市
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
産
業
が

盛
ん
と
な
.
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
.
ま
ず
明
州
に
つ
い
て
は
へ
斯
波
義

信
氏
に
よ
る
と
'
束
作
.
 
・
醸
酒
・
養
蚕
製
糸
・
陶
磁
器
・
海
産
物
・
金

属
木
材
加
工
・
造
船
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
木
材
に
関
し
て
は
'

明
州
城
内
に
棺
材
を
加
工
製
作
す
る
「
棺
材
巷
」
が
あ
っ
た
せ
さ
れ
て

い
る
。
l
ま
た
海
産
物
は
全
国
的
な
市
場
を
有
す
る
特
産
物
と
な
っ
て
い

た
(
斯
波
一
九
八
八
)
0
.
他
に
'
官
営
の
製
塩
も
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
。

∵
温
州
に
つ
い
て
は
t
.
周
夢
江
氏
に
よ
る
と
、
.
漆
器
二
島
級
絹
織
物
・

柑
橘
類
・
紙
・
海
産
物
の
生
産
が
盛
ん
で
'
温
州
産
の
漆
器
・
柑
橘
類

は
都
で
も
名
を
知
ら
れ
て
い
た
(
周
夢
江
一
九
八
七
)
。
こ
れ
以
外

に
も
、
造
船
・
製
塩
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
生
産
を
軸
に
し
て
'
地
域
内
部
の
流
通
、
国
内
他
地
域
と

の
問
の
流
通
へ
そ
し
て
外
国
と
の
流
通
が
活
発
に
な
っ
.
て
い
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
ま
ず
地
域
内
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
様
相
が
t
l
市
場
町
で
あ
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る
鋲
・
市
の
分
布
に
現
れ
て
い
た
。
明
州
の
場
合
、
再
び
斯
波
義
信
氏

に
よ
る
と
、
宋
代
の
鋲
・
市
が
、
寧
渡
平
野
を
取
り
囲
む
山
地
と
平
野

と
の
境
界
線
上
や
海
岸
線
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
後

の
明
代
に
至
る
ま
で
、
竹
・
木
・
柴
・
炭
・
読
・
果
・
苛
の
ご
と
き
山

地
の
産
物
と
平
野
の
産
物
な
い
し
海
産
物
と
が
交
換
さ
れ
る
定
期
市
と

し
て
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
(
斯
波
　
1
九
八
八
)
0

温
州
に
お
け
る
市
場
町
に
関
し
て
は
'
宋
代
の
地
方
志
が
現
存
し
な

い
の
で
、
市
ま
で
は
不
明
確
で
あ
る
が
'
国
家
に
よ
る
監
督
官
が
置
か

れ
る
鋲
に
つ
い
て
は
、
n
R
豊
九
域
志
』
巻
五
に
平
陽
県
の
前
倉
・
柁

措
・
泥
山
の
三
鋲
'
瑞
安
県
の
瑞
安
・
永
安
の
二
鋲
、
楽
清
県
の
柳
市

・
封
市
の
二
鋲
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
斯
波
氏
が

引
用
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
『
万
暦
温
州
府
志
』
巻
一
・
輿
地
志
「
隅

頗
郷
郡
」
に
'
「
自
沙
鋲
」
の
項
の
割
注
と
し
て
「
宋
政
和
四
年
、
自

抄
村
は
材
木
の
経
由
す
る
要
処
に
係
る
を
以
て
、
官
を
差
し
監
鋲
せ
し

む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
永
嘉
県
の
自
沙
村
が
木
材
の
集
散
に

ュ
っ
て
北
宋
末
期
に
鋲
へ
と
昇
格
し
て
い
る
(
斯
波
　
1
九
六
八
)
0

・
ま
た
右
記
の
泥
山
鋲
は
'
柑
橘
類
に
つ
い
て
の
専
著
で
あ
る
宋
代
の

韓
彦
直
『
橘
錠
』
の
「
序
」
に
、
温
州
四
県
が
い
ず
れ
も
柑
橘
を
栽
培

し
て
い
る
中
で
'
「
泥
山
に
出
づ
る
者
、
又
た
傑
然
と
し
て
第
l
に
推

j
る
」
.
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
鋲
が
∵
」
の
ュ
う
に
`
木
材
や
潤
橘

類
と
い
っ
た
温
州
の
産
物
の
流
通
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
場
所
に
立

地
し
て
い
た
と
言
え
る
,
 
0

つ
ぎ
に
'
こ
れ
ら
の
地
域
内
部
、
お
.
よ
び
他
地
域
と
の
流
通
の
増
大

を
示
す
も
の
と
し
て
'
宋
代
の
商
税
統
計
の
数
字
を
見
て
み
た
い
。
l
ま

《表1〉黒字10年(1077)商税額(明州・温州)
(『宋会要輯稿j食貨16 ・商税による)

二州 ft *9 L .商 税 儲 州 内 の割 合

甲 州 衣 . 城 (那 県 ) 2 万 0 2 2 0貫 5 0 0文 7 5 . 0 %

畢 化 場 (奉 化 県 ) 2 9 3 4貫 9 5 8文 1 0 . 9 %

慈 渓 場 (慈 渓 県 ) . 2 4 7 4貫 4 2 3文 9 . 2 %

定 海 場 (定 海 県 ) 6 4 4貰 2 9 3文 2 . '

象 山場 (象 山 県 ) 蝣6 7 3貫 13 0文 2 . 5 %

計. 2万6947貫304文/
温 =州 在 城 (永 嘉 県 ) i 2 万 53 9 1貫 0 0 6文 6 0 . 5 %

瑞 安 場 (瑞 安 県 ) 62 8 7貫 15 . 0 % .

永 安 場 ( .〟 . ) 4 70 3貫 9 9 9文 ll . 2 %

平 陽場 (平 陽 県 ) 2 0 4 1貫 23 4文 4 : 9 %

前 倉場 ( 〟 .) ! 1 5 1 2貫 13 0文 3 .6 %

桒 清場 .(楽 清 県 ) 2 0 4 9貫 7 94文 4 .9 %

計 …4万1985貫163文/

ず
《
表
-
》
は
'
北
宋
配
…
寧
一
〇
年
(
.
一
〇
七
七
)
　
の
明
州
・
温
州
の

商
税
塀
で
あ
る
。
ま
た
、
《
表
2
》
,
は
'
南
宋
宝
慶
元
年
.
(
1
二
二
五
)

の
明
州
の
商
税
額
で
あ
る
O
　
こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
'
明
州
・
温
州
と

も
に
'
・
州
城
の
商
税
額
が
高
い
こ
と
が
見
て
と
れ
t
.
都
市
化
の
進
行
が

窺
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
へ
明
州
に
つ
い
て
、
商
税
額
合
計
の

推
移
に
注
目
す
る
と
'
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
一
六
・
J
商
税
に
記
載
の

配
…
寧
一
〇
年
よ
り
以
前
の
デ
「
タ
で
は
'
一
万
七
六
六
四
貫
で
あ
っ
l
た
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《表2》宝慶元年(1225)商税臨(明州)

(『宝慶四明志』巻5・13-15-17-19に上る)

s ' -jii 都税 院 (都県 ) .3 万 5662貫475文 蝣10.9,ーo

諸 門引鋪 (都県 ) 1 万 0912貫005文 12.5-O' ・

①西門引鋪 172 6貫 673文 ( 2.0 ,ーo ) !

. ②南門引鋪 263 6貫 667文 ( 3 .0 .ー.')

③沈店引鋪 219 7貫 056文 ( 2.5 ".') !

④宋招橋引鋪 690貫 657文 ( l.l'i )

⑤望春橋引鋪 748貫 742文 ( 0 ー6 ?o )

⑥江東引鋪 2642貫 2 10文 3 .0 サo')

七税場 4 万 0530貫文 4 6.5?o

(D 小渓場 (都 県 1300貫文 ( l-5?o')

② 石碑場 (都 県 3800貫文 ( 4 -4?o')

③ 宝瞳場 (都県 1800貫文 ( 2 .1% )

◎ 奉化場 (奉化県 1800貫文 ( 2 .¥% )

⑤慈渓場 (慈渓県 2700貫文 ( 3 -1% )

⑥定海場 (定海県) 2 万 7600貫 (3 1.7タ̀ )

⑦瀬浦場 ( 〝 1530貫文 ( 1.8% )

H- 8万7104貫480文/

の
が
'
北
宋
の
配
…
寧
一
〇
年
に
二
万
七
〇
〇
〇
貫
近
く
に
、
そ
し
て
南

宋
の
宝
慶
元
年
に
は
八
万
七
〇
〇
〇
貫
余
に
達
し
て
い
る
。
仮
に
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
条
件
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
増
加
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

・
 
'
さ
ら
に
'
対
外
貿
易
に
関
し
て
も
,
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
発

展
が
見
ら
れ
た
。
貿
易
を
管
轄
し
た
役
所
は
市
舶
司
」
市
舶
務
で
あ
る

が
'
明
州
に
お
い
て
は
北
宋
初
期
臥
市
舶
司
が
置
か
れ
て
以
後
,
両
所

路
の
主
要
貿
易
港
と
し
て
の
楼
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
温

州
に
は
'
南
宋
初
期
の
紹
興
元
年
(
二
三
一
)
　
に
市
舶
務
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
詳
述
を
避
け
る
が
」
筆
者
が
貿
易
と
は
別
に
注

目
し
た
い
の
は
'
明
州
・
温
州
の
場
合
へ
南
宋
期
に
入
っ
て
へ
,
他
地
域

と
は
異
な
っ
て
、
海
港
都
市
上
し
て
の
も
う
l
つ
の
側
面
の
重
要
性
が

格
段
に
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
軍
事
と
の
関
連
で
あ
る
。

明
州
・
温
州
と
も
に
へ
北
宋
以
来
へ
造
船
業
は
主
要
産
業
の
一
つ
で

あ
っ
た
が
、
南
宋
建
国
当
初
'
初
代
皇
帝
高
宗
が
金
国
の
南
進
の
た
め

に
新
東
に
遂
れ
、
明
州
に
お
い
て
海
舟
数
千
駿
を
募
集
し
た
り
(
莱

「
九
九
五
)
、
.
ま
た
、
「
温
・
台
州
に
詔
し
て
'
海
船
・
土
豪
を
募
る
」

(
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
五
四
・
紹
興
二
年
五
月
辛
末
の
粂
)
な

ど
'
断
東
の
海
船
は
南
宋
政
権
の
急
場
を
し
の
ぐ
た
め
に
不
可
欠
の
役

割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
も
、
南
宋
に
お
け
る
水
軍
の
整
備

が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
'
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
'
官
船
の
需
要
は
増

大
し
、
船
材
供
給
可
能
な
好
条
件
を
備
え
た
明
州
・
温
州
の
重
要
性
は

さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
　
(
斯
波
一
九
六
八
)
。
ま
た
、
首
都

の
周
囲
を
固
砂
る
水
軍
と
し
て
'
許
浦
水
軍
(
平
江
府
)
・
撤
浦
水
軍

(
嘉
興
府
)
T
U
共
に
明
州
の
定
海
水
軍
も
置
か
れ
た
(
曽
我
部
一
九

七
四
)
。
こ
9
よ
う
に
'
水
軍
根
拠
地
な
い
し
造
船
基
地
と
し
て
の
色

合
い
の
濃
さ
は
、
貿
易
都
市
と
し
て
の
側
面
と
並
ん
で
'
南
宋
期
の
明

州
・
温
州
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
軍
事
面
、
ひ
い
て
は
国
家
と
の
つ
な
が
り
は
'
明
州
・
温

州
を
基
盤
に
活
躍
を
し
た
エ
リ
ー
ト
屑
の
性
格
に
も
投
影
さ
れ
て
い
た
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よ
う
.
 
u
考
え
ら
れ
る
。
明
州
に
つ
い
て
言
え
は
、
北
宋
以
来
'
明
州
に

は
高
琵
使
鰭
が
置
か
れ
、
外
交
上
の
要
地
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

明
州
の
代
表
的
名
門
の
出
身
で
あ
る
楼
昇
が
、
北
宋
末
期
に
高
琵
使
節

費
用
へ
の
充
当
の
た
め
、
広
徳
湖
を
潮
田
に
か
え
た
(
寺
地
　
1
九
九

二
)
　
こ
と
、
あ
る
い
は
南
宋
前
半
に
'
・
接
岸
の
孫
で
あ
る
楼
錦
や
、
楼

氏
の
姻
戚
で
あ
る
狂
犬
猷
が
、
い
ず
れ
も
金
国
へ
の
使
節
と
し
て
派
遣

さ
れ
る
(
陵
学
宗
一
九
八
八
)
な
ど
、
明
州
出
身
官
僚
で
外
交
に
深

い
関
係
を
持
つ
場
合
の
多
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

・
さ
ら
に
温
州
に
つ
い
て
は
'
東
南
ア
ジ
ア
方
面
諸
国
に
つ
い
て
の
宋

代
の
貴
重
な
情
報
源
と
な
っ
た
『
員
外
代
答
』
を
著
し
た
周
去
非
が
、

温
州
の
名
妓
周
氏
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
が
既
に
触
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
　
(
岡
一
九
九
五
)
。
ま
た
、
温
州
の
有
力
者
の
中
に

は
、
造
船
に
携
わ
っ
て
い
た
り
'
戦
船
を
造
る
こ
と
に
よ
・
つ
て
官
位
を

得
る
人
物
が
見
ら
れ
へ
あ
る
.
い
は
t
.
水
戦
を
含
め
た
軍
事
行
動
に
才
能

を
発
揮
す
る
者
も
'
と
く
に
南
宋
に
入
っ
て
か
ら
多
く
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
温
州
を
本
拠
地
と
し
た
永
嘉
学
派
の
思
想
家
の
多
-
が
軍
事

面
に
長
じ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
人
的
資
源
と
の
連
関
で
捉
え
る

必
要
が
あ
り
へ
薛
季
宜
が
「
兵
略
に
お
い
て
探
し
」
(
蓑
壁
;
F
紫
齋
集
』

巻
二
.
「
資
政
殿
大
学
士
贈
少
師
楼
公
行
状
」
)
と
評
価
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
。
薛
季
宜
の
後
を
盛
り
立
て
た
陳
樽
良
は
、
中

国
で
初
の
兵
制
の
通
史
で
あ
る
『
歴
代
兵
制
』
を
著
し
て
い
る
　
(
王
~
・
 
~

劉
一
.
九
八
六
)
。
さ
ら
に
永
嘉
学
派
の
集
大
成
者
と
言
う
べ
き
菓
適

は
'
南
宋
中
期
の
開
積
用
兵
の
失
敗
か
ら
金
軍
に
攻
め
込
ま
れ
た
際
に
、

沿
江
制
置
便
・
江
推
制
置
使
と
し
て
対
金
防
衛
に
功
績
を
立
て
て
い

(
.
/
>
>

る
。さ

て
'
~
以
上
の
よ
う
に
'
宋
代
初
期
以
来
、
明
州
・
温
州
と
い
っ
た

新
東
海
港
都
市
の
順
調
な
発
展
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
南
宋
期
に

入
り
し
ば
ら
く
経
つ
と
'
伸
び
悩
み
の
姿
も
同
時
に
見
て
と
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
Y
る
。

ま
ず
、
l
海
港
都
市
と
し
て
の
繁
栄
を
最
も
象
徴
づ
け
る
は
ず
の
海
外

貿
易
に
関
し
て
で
あ
る
が
'
竜
道
二
年
(
二
l
六
六
)
　
に
両
断
市
舶
司

が
廃
止
さ
れ
'
.
ま
た
慶
元
元
年
‥
(
二
九
五
)
　
に
は
温
州
の
市
舶
務
が

廃
止
さ
れ
た
∵
こ
の
た
め
、
以
後
'
l
南
宋
末
に
至
る
ま
で
、
両
断
に
は

市
舶
司
よ
り
格
下
の
市
舶
務
が
明
州
一
ヶ
所
に
置
か
れ
る
に
と
ど
ま
っ

た
　
(
藤
田
・
一
九
三
二
)
。
し
か
も
こ
の
時
、
_
温
州
市
舶
務
の
廃
止
に

当
た
っ
て
は
'
市
舶
収
入
の
顕
著
な
減
少
が
判
断
材
料
に
さ
れ
て
お
り

(
周
厚
才
一
九
九
〇
)
'
ま
た
市
舶
務
が
残
さ
れ
た
明
州
に
し
て
も
'

貿
易
額
は
泉
州
・
広
州
に
か
な
り
の
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
見

r
a

ら
れ
る
'
(
周
慶
南
一
九
九
五
)
0

・
 
1
　
つ
ぎ
に
'
地
域
内
の
市
場
町
に
つ
い
'
て
.
も
'
『
宝
慶
四
明
志
』
巻
五

.
・
・
叙
賦
上
「
商
税
」
に
よ
れ
ば
'
郡
県
に
あ
っ
た
大
宮
・
横
渓
l
 
、
奉
化

県
に
あ
っ
た
公
塘
∴
自
杜
の
税
場
が
南
宋
中
期
の
慶
元
四
年
(
二
九

八
)
.
に
廃
罷
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
ず
れ
も
、
'
直
接
に
は
度
を

過
ぎ
た
収
奪
の
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
'
こ
れ
ら
は
山

地
と
平
野
の
境
界
線
上
に
位
置
し
た
税
場
で
あ
り
t
t
そ
う
し
た
場
所
で

の
税
場
の
数
が
'
少
な
-
と
も
、
拡
大
す
る
一
.
方
の
時
期
で
は
な
-
な

っ
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

.
ま
た
へ
　
南
宋
期
に
特
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
温
州
に
お
い
て
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は
へ
,
氷
嘉
県
の
白
沙
鋲
に
つ
い
て
の
前
掲
の
『
万
暦
温
州
府
志
』
の
`
「
自

沙
鎮
」
の
項
に
、
北
宋
の
政
和
四
年
に
鋲
が
置
か
れ
た
こ
と
を
記
し
た

割
注
の
続
き
に
'
「
今
は
廃
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
'

平
陽
県
泥
山
鋲
に
つ
い
て
も
'
『
民
国
平
陽
県
志
』
巻
五
・
建
置
志
「
旧

も

郷
都
表
」
の
泥
山
の
項
に
'
「
旧
と
鋲
な
り
。
元
豊
九
域
志
に
見
ゆ
。

後
に
廃
し
て
市
と
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
時
期
は
不
明

確
で
あ
る
が
'
宋
代
温
州
の
有
名
な
特
産
品
の
流
通
の
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
場
所
が
'
長
期
的
に
繁
盛
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
海
港
都
市
や
そ
の
周
辺
の
市
場
町
は
'
南
宋
の
途
中

よ
り
以
後
へ
.
必
ず
し
も
順
調
な
発
展
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
.

た
o
　
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
ハ
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
へ
　
そ
の
原
田
と
し
.
て
ど
の
よ
う
な
経
済
的
事

情
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
'
決
し
て
明
確
に
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
l
し
か
し
、
宋
代
経
済
史
の
先
行
研
究
の
中
で
'
折
東
に
言

及
し
た
箇
所
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
T
,
新
東

に
お
け
る
諸
産
業
の
行
き
詰
ま
つ
と
日
宋
男
易
の
停
滞
と
い
う
二
点
の

事
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
,

∵
ま
ず
へ
新
東
に
お
け
る
産
業
の
行
き
語
ま
ヶ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
と
-
に
温
州
に
関
し
て
'
周
夢
江
氏
が
'
漆
器
∴
紙

・
柑
橘
類
な
ど
の
生
産
が
'
′
南
宋
末
期
に
は
し
だ
い
に
衰
退
し
て
い
た

(
7
)

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
厨
夢
江
一
九
八
七
)
。
ま
た
'
南
宋
初
期

に
と
t
i
れ
た
塩
業
復
興
策
に
よ
っ
て
生
産
額
の
増
し
た
温
州
の
塩
場

が
'
淳
配
…
元
年
(
ユ
一
七
四
)
　
に
一
九
万
四
三
七
九
石
か
ら
一
三
万
八

」
>

〇
六
九
石
へ
と
減
額
さ
れ
て
お
り
、
塩
業
の
後
退
も
見
ら
れ
た
(
吉
田

一
九
八
三
)
0

さ
ら
に
'
温
州
・
明
州
が
共
通
し
て
、
深
刻
な
影
響
を
こ
う
む
っ
た

の
が
'
造
船
業
の
停
滞
で
あ
る
。
既
に
斯
波
義
信
氏
・
曽
我
部
静
雄
氏

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
.
(
斯
波
一
九
六
八
、
.
曽
我
部
一
九
七

四
)
よ
う
に
'
温
州
造
船
場
で
は
、
.
南
宋
初
期
に
年
一
〇
〇
隻
の
船
を

(
9
)

造
っ
て
い
た
の
が
'
孝
宗
期
に
は
年
一
〇
隻
に
減
じ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
原
田
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
'
木
材
供
給
能
力
の
枯
渇

で
あ
っ
た
?
温
州
の
場
合
、
温
州
お
よ
び
駈
江
を
遡
っ
た
隣
州
の
処
州

か
ら
木
材
を
調
達
し
て
い
た
が
'
、
「
今
は
則
ち
山
林
の
大
木
絶
え
て
少

な
し
」
(
楼
錦
『
攻
娩
集
』
巻
二
「
「
乞
罷
温
州
船
場
」
)
と
い
う
状
態

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
た
め
に
、
明
州
・
台
州

・
温
州
と
い
.
っ
た
前
菜
沿
岸
地
域
で
は
'
民
間
の
貿
易
船
や
漁
船
が
官

船
に
散
発
さ
れ
る
な
ど
'
民
間
経
済
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

た
。つ

ぎ
に
'
日
宋
貿
易
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
森
克
己
氏
の
言
葉
を
用

い
れ
ば
、
日
本
側
か
ら
見
て
、
当
初
、
「
受
動
的
」
で
あ
っ
た
日
宋
貿

易
は
'
平
安
時
代
末
期
以
後
は
'
日
本
に
よ
る
「
能
動
的
貿
易
」
.
へ
と

転
換
し
て
い
っ
た
(
森
・
1
九
四
八
)
。
す
な
わ
ち
、
中
国
で
言
え
ば

南
宋
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
日
本
側
が
積
極
的
な
貿
易
体
勢
へ
と
転
じ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
輸
入
品
は
銅
銭

一
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
'
北
宋
期
に
は
比
較
的
豊
富
で
あ
.
っ
た
中
国
の

銅
資
源
は
、
南
宋
に
な
っ
て
不
足
を
来
す
よ
う
に
な
り
、
南
宋
期
の
銅

銭
生
産
額
は
敢
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
南
宋
中
期
以
後
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は
日
本
等
へ
の
銅
銭
輸
出
に
対
す
る
禁
令
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
　
(
曽
我
部
　
1
九
四
九
)
。
J
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
倭
胎

に
よ
る
銅
銭
の
持
ち
出
し
は
跡
を
絶
た
ず
、
中
国
に
お
け
る
「
銭
荒
」

は
深
刻
化
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
倭
船
と
と
も
に
'
前
菜
で
の
民
間

船
・
漁
船
の
散
発
に
よ
っ
て
増
加
し
た
無
頼
者
も
増
加
し
、
彼
ら
の
「
賊

船
」
が
前
葉
近
辺
の
海
域
を
構
行
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
'
宋
朝
の
下
で
の
自
由
貿
易
も
、
統
制
貿
易
へ
と
転
じ
ざ
る

を
待
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
'
銅
銭
が
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
日
本
か
ら
の
対
貨
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
意
外
に
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
.
た
が
、
中
国
が
主
に
輸
入
し
た
日
本
の
産

物
は
、
硫
黄
と
木
材
で
あ
っ
た
。
中
で
も
木
材
は
、
銅
銭
禁
輸
と
表
裏

し
っ
つ
史
料
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
'
日
本
か
ら
の
木

(
2
)

材
は
'
中
国
で
は
1
つ
の
肝
途
と
し
て
棺
桶
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
包
恢
『
敵
肩
藁
暑
』
巻
一
一
「
禁
銅
銭
申
省
状
」
に
t
.
「
板
木

は
何
等
急
切
の
用
を
済
す
を
知
ら
ず
。
こ
れ
無
し
と
錐
も
未
だ
相
木
無

-
し
て
の
死
を
送
.
る
が
如
き
に
至
ら
ず
。
豊
に
そ
の
来
た
る
を
禁
絶
す

べ
か
ら
`
ざ
ら
人
や
」
.
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
へ
銅
銭
流
出
を
招
-
よ
う
な

木
材
購
入
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
.

中
国
が
輸
入
し
た
木
材
は
'
松
・
杉
・
槍
な
ど
で
t
.
と
-
に
南
宋
に

入
っ
て
か
ら
盛
ん
に
輸
入
さ
れ
た
が
へ
　
棺
桶
以
外
の
例
と
し
て
は
、
建

築
材
と
し
て
し
ぼ
l
 
L
は
用
い
ら
れ
、
南
宋
期
に
は
明
州
の
天
童
寺
千
仏

閣
'
同
じ
く
明
州
の
阿
育
王
寺
舎
利
殿
な
ど
の
建
立
に
使
わ
れ
て
い

(=1
る
o
　
さ
ら
に
は
船
材
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
'
・
造
船
用
と
し
て
断

東
で
不
足
し
て
い
た
木
材
は
'
国
内
の
広
南
・
福
建
な
ど
と
並
ん
で
日

本
も
そ
の
供
冶
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(
斯
波
　
1
九
六
八
)
0

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
'
明
州
・
温
州
な
ど
の
新
東
海
静
都
市
の
貿

易
・
産
業
に
は
'
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
銅
銭
の
み
の
ノ
問
題
だ

V

¥

'

;

蝣

蝣

I

"

.

 

-

.

 

'

サ

i

V

.

 

-

'

.

:

 

'

:

' 側
に
、
'
総
じ
て
木
材
の
不
足
と
い
う
南
宋
期
に
な

し
た
事
情
も
t
.
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

海
港
都
市
と
木
材
と
の
関
連
は
'
歴
史
上
'
南
宋
期
新
東
だ
け
に
固

有
の
事
例
で
は
決
し
て
な
い
。
r
た
と
え
ば
西
洋
史
で
は
'
都
市
国
家
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
1
1
六
世
紀
末
に
地
中
海
周
辺
で
の
船
材
が
不
足
し
て

い
た
の
に
対
し
、
'
ハ
ル
-
海
沿
岸
の
木
材
を
支
配
し
て
い
た
オ
ラ
ソ
ダ

(
1
2
)

が
一
七
世
紀
に
海
上
覇
権
を
手
に
入
れ
る
な
ど
'
都
市
そ
の
も
の
の
盛

衰
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
へ
　
南
宋
期
の
新
東
に
お
い
て
、
木
材
お
よ
び
そ
れ
を
産
み

出
す
森
林
は
'
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
t
　
か
。
.
.

章
を
改
め
て
へ
　
い
よ
い
よ
本
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

三
、
.
海
港
都
市
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
.

さ
て
'
近
年
へ
　
環
境
問
題
に
対
す
る
関
心
は
、
中
国
に
お
い
て
も
高

ま
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
が
t
.
現
代
中
国
の
環
境
問
題
を
語
る
際
に
も
必

(
2

ず
言
及
さ
れ
る
の
が
'
人
口
の
問
題
で
あ
る
。
宋
代
は
'
江
南
を
中
心

に
し
て
人
口
が
増
加
し
た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
は
い
る
が
」
.
金
国
の

南
下
に
よ
っ
て
北
宋
が
滅
亡
L
t
　
流
民
が
数
多
-
南
宋
額
に
移
動
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
。
人
口
の
増
加
は
さ
ら
に
加
速
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

m



《表3 》宋代両新路の戸日数

(染方仲1980　による)

戸 数 増 減
(元豊 3 年基準)

口 数 増 減 .
(元豊 3 年基準)

元皇 3 年 (1080年) 18 3万0096 100 .00% 一 32 2万3699 100 .00%

崇寧元年 (1102年) 19 7万504 1 107.92% 37 6万 744 1 116 .87%

紹興32年 1162年) 224万3548 122.59% 432万7322 134.23%

嘉定 16年 (1223年) 222万032 1 121.32% ′ 402万9989 125.01%

し
か
し
'
南
宋
初
期
以
後
の
人

口
を
路
別
に
追
跡
す
る
な
ら
ば
'

そ
の
推
移
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

《
表
3
》
は
、
明
州
・
温
州
も
含

む
両
新
路
の
戸
口
数
で
あ
る
。
.
北

宋
後
半
の
元
豊
三
年
(
一
〇
八
〇
)

か
ら
崇
寧
元
年
(
一
一
〇
二
)
　
を

経
て
'
南
宋
前
半
の
紹
興
三
二
年

(
一
一
六
二
)
　
ま
で
は
'
戸
数
・

口
数
と
も
に
順
調
に
増
加
を
示
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
へ
　
南
宋
後
期

の
嘉
定
一
六
年
.
(
1
二
二
三
)
　
を

見
る
と
∵
戸
数
で
も
口
数
で
も
僅

か
ず
つ
な
が
ら
逆
転
現
象
が
生

じ
'
や
や
減
少
気
味
に
転
じ
て
い

る
。
.
同
じ
時
期
の
他
の
地
域
の
人

口
は
、
江
南
西
路
を
は
じ
め
と
し

て
'
多
-
の
路
が
'
南
宋
後
半
に

か
け
て
も
増
加
傾
向
を
継
続
さ
せ

て
い
る
　
(
梁
方
仲
一
九
八
〇
)
。

・
こ
の
点
で
'
両
新
路
の
人
口
は
」

他
の
地
域
と
異
な
っ
た
推
移
を
見

せ
た
わ
け
で
あ
る
が
へ
そ
の
背
景
を
探
る
う
え
で
恰
好
の
史
料
が
、
温

州
出
身
で
南
宋
中
期
の
人
、
r
菓
適
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
『
水
心

別
集
』
巻
二
「
民
事
中
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
'

「
夫
れ
呉
越
の
地
へ
銭
氏
の
時
よ
り
独
り
兵
を
被
ら
ず
'
又
た
四

十
年
都
邑
の
盛
ん
な
る
を
以
て
'
四
方
の
流
徒
は
尽
く
千
里
の
打

に
集
ま
り
、
而
し
て
衣
冠
貴
人
は
其
の
幾
族
な
る
か
を
知
ら
ず
へ

故
に
十
五
州
の
衆
を
以
て
今
の
天
下
の
半
ば
に
当
た
る
。
其
の
地

を
計
る
に
以
て
其
の
半
ば
を
居
ら
し
む
に
足
り
ず
、
而
し
て
米
粟

布
畠
の
直
は
旧
よ
り
三
倍
な
り
へ
鶏
豚
菜
茄
へ
梶
薪
の
胃
は
旧
よ

り
五
倍
な
り
へ
.
田
宅
の
価
は
旧
よ
り
十
倍
な
り
へ
其
の
便
利
な
る

上
映
に
し
て
争
い
取
り
て
置
か
ざ
る
者
は
旧
よ
り
数
十
百
倍
な

り
。
蓋
し
秦
制
は
万
戸
を
県
と
為
す
。
而
し
て
宋
・
斉
の
問
'
山

陰
は
最
大
に
し
て
治
め
難
-
、
然
る
に
猶
お
三
万
を
過
ぎ
ず
。
今
'

両
断
の
下
県
は
、
三
万
戸
を
以
て
率
い
る
者
は
数
え
ざ
る
な
り
。
」

と
あ
り
'
五
代
十
国
の
呉
越
の
地
'
す
な
わ
ち
宋
代
の
両
新
路
は
戦
争

の
被
害
に
遭
う
こ
と
が
な
く
'
多
く
の
流
民
が
移
り
済
ん
だ
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
口

増
が
'
米
や
布
と
い
っ
た
必
需
品
が
以
前
の
三
倍
の
値
段
に
な
り
、
鶏

・
豚
・
野
菜
や
薪
の
値
段
が
以
前
の
五
倍
に
、
そ
し
て
田
や
住
宅
の
価

格
が
1
0
倍
に
な
る
な
ど
の
物
価
高
騰
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
人
口
の
飽
和
に
よ
る
諸
物
資
の
不
足
が
'

典
型
的
な
形
で
現
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
同
時
代
人
に
よ
っ
て
深
刻
な
事

=
)

態
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
増
加
し
た
人
口
を
支
え
る
た
め
の
米
は
'
既
に
南
宋
期

の
前
菜
は
'
他
の
地
域
か
ら
の
移
入
に
絞
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
お
り
'

主
と
し
て
広
州
か
ら
、
ま
た
祈
西
か
ら
も
移
入
し
て
い
た
(
斯
波
一
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九
⊥
ハ
八
)
0

そ
し
て
、
本
稿
の
注
目
す
る
木
材
に
関
し
て
も
'
人
口
の
増
加
に
と

も
な
う
薪
炭
供
給
の
た
め
に
森
林
伐
採
が
進
み
、
ま
た
造
船
業
な
ど
諸

:
w

産
業
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
'
あ
る
い
は
郡
市
で
頻
発
す
る
火
事
も

建
築
材
需
要
に
拍
車
を
か
け
た
た
め
'
新
東
の
森
林
環
境
に
は
'
南
宋

期
に
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
、
そ
の
具
体
的
な

様
相
に
関
す
る
史
料
を
掲
げ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
'
明
州
近
辺
の
森
林
環
境
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
北
宋
期
の
こ

と
と
し
て
'
都
で
の
土
木
事
業
の
た
め
に
'
各
地
か
ら
木
材
が
運
ば
れ

(
」
>

た
中
に
'
明
州
の
杉
も
含
ま
れ
て
い
た
。
杉
に
関
し
て
は
'
『
光
措
都

県
志
』
巻
七
「
物
産
上
「
木
之
属
」
に
'
「
松
に
似
た
り
。
江
南
に

生
え
、
以
て
船
を
為
る
ペ
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
造
船
に
も
用
い
ら

れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
.
こ
の
よ
う
に
、
北
宋
期
に
関
し
て
は
、

は
る
ば
る
開
封
の
都
か
ら
の
需
要
に
見
合
う
擾
良
木
が
多
く
残
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

`
と
こ
ろ
が
、
.
南
宋
期
に
な
る
と
'
魂
呪
『
四
明
宅
山
水
利
備
覧
』
巻

上
「
淘
沙
」
に
へ
　
こ
の
時
期
の
明
州
の
森
林
環
境
の
変
化
を
示
し
た
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

・
「
四
明
は
水
陸
の
勝
へ
　
万
山
深
秀
に
し
て
t
.
昔
時
は
巨
木
高
森
あ

り
、
.
沿
渓
の
平
地
は
竹
木
も
亦
た
甚
だ
茂
密
な
り
へ
~
暴
水
の
濡
激

な
る
に
遇
う
と
錐
も
'
沙
土
は
木
板
の
為
に
盤
固
た
り
'
流
れ
下

る
は
多
か
ら
ず
'
~
放
る
所
も
亦
た
少
な
く
'
由
淘
は
良
易
な
り
。

近
年
以
来
、
未
植
の
価
は
胃
ま
り
'
t
斧
斤
相
い
尋
ぎ
'
山
の
童
な

K

ら
ざ
る
は
廉
し
。
而
し
て
平
地
の
竹
木
も
亦
た
之
れ
が
為
に
一
に

空
た
り
'
大
水
の
時
'
既
に
林
木
無
-
」
奔
瑞
の
勢
を
抑
え
る
こ

・
 
I
-
と
少
な
し
。
.
又
た
根
鏡
の
以
て
沙
土
の
溜
め
を
固
む
る
は
無
く
'

浮
抄
を
し
て
流
れ
に
随
い
て
下
ら
し
む
る
に
致
T
.
渓
流
を
洪
塞

L
t
J
l
高
さ
四
五
丈
に
至
る
。
」

こ
の
史
料
は
t
.
.
南
宋
後
半
の
淳
祐
二
年
(
1
~
二
四
二
)
　
に
著
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
・
森
林
破
壊
と
土
砂
の
流
出
の
関
係
に
つ
、
い
て
'
因
果
関

係
の
鋭
い
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
は
巨
木
や
高
い
森

が
あ
っ
l
た
の
が
'
近
年
以
来
へ
木
材
の
値
段
が
高
-
な
り
ハ
多
く
の
人

が
斧
で
木
を
切
っ
た
た
め
へ
子
供
の
剃
っ
た
頭
の
よ
う
に
'
木
が
伐
採

さ
れ
て
い
な
い
山
が
な
い
、
t
と
記
し
て
い
.
る
.
 
。
ま
た
こ
の
引
用
の
後
半

部
分
で
は
'
木
が
な
い
た
め
に
、
~
大
水
に
よ
.
っ
て
土
砂
が
流
出
し
'
谷

川
の
流
れ
を
塞
ぐ
、
と
い
う
こ
と
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
森
林
破
壊
は
t
l
さ
ら
に
河
の
下
流
や
港
に
ま
で
'
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
『
同
書
』
巻
上
「
防
砂
」
に
は
、
と
ぐ

に
'
砂
が
港
に
た
ま
る
原
田
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
三
点
を
挙
げ
て

い
る
。
∵

`
「
宅
山
一
径
へ
其
の
地
は
皆
な
沙
な
り
。
内
水
の
咽
は
既
に
窄
-
'

引
水
の
港
も
復
た
狭
く
、
~
以
て
流
抄
は
擁
塞
に
お
い
て
易
き
に
致

る
。
l
抄
の
港
に
入
る
は
'
凡
そ
三
有
り
。
七
八
月
の
問
へ
山
水
暴

荘
L
t
.
極
目
海
の
如
く
'
平
地
の
上
'
水
の
探
き
は
丈
余
へ
瑞
急

迅
疾
に
し
て
、
西
岸
の
抄
は
蓮
ち
に
平
地
よ
り
横
憂
入
港
L
t
須

~
h
t
央
に
し
て
洪
満
す
る
は
、
1
な
り
。
:
或
い
は
環
濠
に
遇
い
、
岸
を

~
~
.
没
さ
ず
と
錐
も
、
・
而
る
に
渓
も
亦
た
瑞
急
に
し
て
'
抄
は
急
流
に

・
由
い
て
道
道
入
港
L
t
　
日
引
月
長
'
覚
え
ず
し
て
沢
塞
す
る
は
'
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二
な
り
。
港
口
よ
り
馬
家
営
に
至
る
一
帯
は
、
両
岸
の
抄
へ
或
い

は
霧
雨
の
衝
洗
に
因
り
、
或
い
は
両
岸
の
埠
損
に
困
り
、
A
或
い
は

木
植
に
困
り
へ
衝
激
は
久
し
き
を
積
み
て
巳
ま
ず
へ
一
.
亦
た
能
く
填

放
す
。
」

す
な
わ
ち
へ
第
一
に
'
七
t
.
八
月
に
山
か
ら
の
大
水
に
よ
.
っ
て
平
地
が

お
お
わ
れ
て
し
ま
い
'
短
時
間
の
う
ち
に
砂
が
港
に
流
れ
込
む
場
合
'
一

第
二
に
'
大
水
が
河
岸
か
ら
溢
れ
な
い
場
合
で
も
、
砂
が
急
流
を
伝
っ

て
港
に
入
り
へ
日
々
月
々
.
に
し
だ
い
に
溜
ま
っ
て
い
く
場
合
へ
そ
し
て

第
三
に
'
水
路
の
両
岸
の
砂
が
長
雨
そ
の
他
に
よ
っ
て
削
ら
れ
る
こ
と

が
積
み
重
な
っ
て
塞
ぐ
場
合
t
　
の
三
つ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現

象
は
t
t
地
域
内
流
通
に
も
し
ば
し
ば
影
響
を
与
え
て
お
り
へ
『
同
書
』
l

巻
上
「
護
提
」
に
t
.
「
実
に
堰
に
関
係
す
る
者
は
利
害
細
か
か
ら
ず
バ

沙
港
政
童
の
時
、
舟
栢
通
じ
ず
、
竹
木
薪
炭
t
l
其
の
価
は
倍
貴
な
り
」

と
い
っ
た
事
態
も
見
ら
れ
た
。
.
,

こ
の
よ
う
な
砂
の
堆
積
の
進
行
の
た
め
に
へ
甫
宋
後
半
以
後
の
明
州

で
は
'
浅
-
な
っ
た
河
や
港
の
汝
淀
作
業
に
常
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
t
.
そ
れ
に
関
す
る
史
料
も
た
い
へ
ん
多
く
な
っ
て
い
る
(
長
瀬
　
1
一

九
八
三
)
o
『
開
慶
四
明
続
志
』
巻
三
・
水
利
「
諸
県
汝
河
」
に
も
、
宝

祐
五
年
(
1
二
五
六
)
に
、
諸
県
の
「
決
河
浅
港
」
・
の
汝
渓
作
業
を
お

こ
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
.

他
方
へ
・
`
温
州
に
お
い
て
も
'
元
宋
期
に
は
明
州
と
同
様
に
」
雁
蕩
山

の
材
木
が
開
封
の
都
ま
で
運
ば
れ
'
玉
清
宮
の
造
営
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
が
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
巻
二
四
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
'
前

章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
'
南
宋
半
ば
の
淳
配
草
間
末
期
に
は
、
山
林
の

大
木
が
無
-
な
り
、
造
船
業
に
支
障
を
来
す
に
至
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
明
州
・
温
州
に
お
け
る
森
林
破
壊
の
影
響
は
t
.
災
害

の
増
加
に
も
な
っ
て
表
れ
た
?
南
宋
期
に
入
っ
て
森
林
破
壊
に
よ
り
水

災
・
早
災
の
回
数
が
増
加
し
た
こ
と
は
'
歴
史
地
理
学
の
大
家
で
あ
る

杭
州
大
学
の
陳
橋
駅
氏
に
よ
.
っ
て
、
I
 
J
既
に
紹
興
府
に
関
し
て
注
目
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
'
筆
者
は
明
州
・
温
州
に
関
し
て
'
さ
ら
に
'

明
清
時
代
を
も
含
め
た
長
期
的
統
計
を
と
る
こ
と
で
'
南
宋
期
の
位
置

づ
け
を
鮮
明
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

.
`
次
に
示
す
《
表
4
》
は
、
西
暦
一
〇
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で

の
明
州
(
寧
波
)
・
温
州
に
お
け
る
水
災
・
早
災
の
件
数
を
、
五
〇
年

ご
と
の
期
間
内
に
ど
れ
だ
け
起
こ
っ
た
か
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
根

拠
と
な
っ
た
記
事
は
'
正
史
や
斬
江
の
地
方
志
か
ら
災
害
関
連
の
記
述

を
収
集
・
分
類
し
た
陳
橋
駅
氏
の
編
書
(
昧
橋
駅
　
1
九
九
T
)
に
よ

り
計
算
し
た
。
も
ち
ろ
ん
地
方
志
の
記
事
と
は
言
っ
て
も
、
時
代
を
遡

る
程
に
情
報
量
が
少
な
-
な
り
が
ち
で
あ
り
'
戦
乱
な
ど
他
の
要
因
に

ょ
っ
て
も
精
粗
に
差
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
へ
正
確
な
増
減

を
捉
え
る
に
は
難
し
さ
が
伴
う
が
'
全
体
的
な
流
れ
と
し
て
つ
か
む
こ

と
は
決
し
て
無
理
で
は
な
く
少
な
く
と
も
こ
の
裏
か
ら
も
'
長
期
的

に
見
て
'
二
度
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
1
度
目
は
'
二
五
〇
年
近
辺
を
境
に
'
つ
ま
り
南
宋
以
後
、
し

ば
ら
く
増
加
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
二
度
目
は
、
1
五
〇
〇
な
い
し
〓
ハ

0
0
年
ご
ろ
以
後
で
あ
り
'
再
び
増
加
し
'
以
後
一
九
〇
〇
年
に
至
る

ま
で
'
そ
の
傾
向
は
や
ん
で
い
な
い
。

森
林
の
機
能
の
う
ち
へ
洪
水
調
節
機
能
は
水
災
と
、
渇
水
緩
和
機
能
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く表4〉 1001-1900年の明州・温州における水災・早災件数

明 州 (寧 波 ) 温 州

水 災 早 災 水 災 早 災

10 0 1 - 10 5 0 0 0 0 0

10 5 1 - 1 10 0 0 2 4 0

1 1 0 1 ー 1 15 0 1 1 1 3

1 1 5 1 - 12 00 6 5 12 3

1 2 0 1 - 12 50 2 3 1 4

1 2 5 1 - 13 0 0 2 2 4 0

1 3 0 1 - 1 3 5 0 2 2 〇 4

13 5 1 - 1 4 0 0 0 2 4 2

14 0 1 - 1 4 5 0 1 1 2 4

14 5 1 - 1 5 0 0 3 4 2 1

15 0 1 - 1 5 5 0 6 10 6 8

15 5 1 - 1 6 0 0 9 4 1 2 5

16 0 1 一 1 6 5 0 8 14 10 4

16 5 1 - 1 7 0 0 12 14 7 3

17 0 1 - 17 5 0 l l 5 7 4

17 5 1 - 18 0 0 . 6 5 8 . 4

18 0 1 - 18 5 0 1 7 16 2 2 1 0

18 5 1 ー 19 0 0 ・)・) 1 5 13 4

合 計 10 8 1 0 5 12 0 蝣 6 3

平 均 l: 6 .0 5 . 8 6 .7 . 3 . 5

は
早
災
と
の
関
係
が
あ
る
の
だ
が
'
こ
こ
で
は
と
-
に
水
災
と
の
関
係

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
明
清
期
の
増
加
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し

て
'
南
宋
期
に
お
け
る
増
加
に
つ
い
て
史
料
を
見
る
と
'
た
と
え
ば
'

・
『
宋
史
』
巻
六
「
五
行
志
「
水
上
」
に
は
」
淳
配
i
l
 
l
年
±
.
1
八

四
)
　
の
明
州
で
の
水
災
が
取
り
上
げ
ら
れ
t
T
明
州
に
て
大
風
雨
あ
り
'

山
水
暴
か
に
出
で
、
民
市
を
浸
し
,
民
度
を
臆
カ
,
舟
を
覆
し
人
を
殺

に
わ

す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
'
や
や
後
の
史
料
に
な
る
が
、

『
元
史
』
巻
五
「
五
行
志
「
水
不
潤
下
」
に
、
慶
元
奉
化
州
(
宋
代

の
明
州
奉
化
県
)
　
の
こ
と
と
し
て
'
「
山
は
崩
れ
(
水
は
平
地
に
湧
き

出
で
'
溺
死
せ
る
も
の
甚
だ
衆
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
山
崩
れ
に

よ
る
水
災
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
.
.
『
四
明
t
i
]
山
水
利
備

覧
』
:
に
も
「
山
水
」
の
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
認
識
が
示
さ
れ
て
お

り
'
ま
た
陳
橋
駅
氏
の
南
宋
期
紹
興
の
事
例
と
併
せ
考
え
て
も
、
森
林

破
壊
に
よ
る
保
水
能
力
の
低
下
が
、
水
災
の
増
加
の
大
き
な
要
因
の
一

つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
∵

こ
う
し
て
森
林
環
境
の
変
化
は
'
造
船
業
の
不
振
に
直
接
結
び
つ
い

た
だ
け
で
な
く
へ
汝
漠
作
業
の
必
要
性
の
高
ま
り
や
災
害
の
増
加
の
原

因
と
も
な
っ
て
い
た
o
さ
ら
に
'
こ
れ
に
関
連
し
て
」
筆
者
が
明
州
・
l

温
州
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
地
方
志
を
管
見
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
た
の

は
へ
　
こ
の
地
域
の
橋
の
材
料
の
変
化
が
、
南
宋
期
頃
か
ら
明
清
時
代
に

か
け
て
し
だ
い
に
多
く
見
ら
れ
る
ま
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
'
木
か
ら
石
の
橋
へ
の
変
化
で
あ
る
。

地
方
志
の
橋
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
材
料
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は

決
し
て
多
く
は
な
い
が
'
材
料
、
と
く
に
そ
の
変
更
が
記
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
し
ば
し
ば
木
か
ら
石
へ
と
い
う
変
更
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ

る
。
と
く
に
明
州
に
つ
い
で
は
'
南
宋
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
宝
慶
四

明
志
』
l
に
数
例
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
F
 
。
以
下
へ
列
挙
す
る
と
1
巻
1

二
・
四
明
都
県
志
・
.
「
橋
梁
」
.
に
へ
.
北
宋
後
半
に
建
て
ら
れ
た
「
林
村

市
盤
橋
」
示
竜
道
六
年
(
二
七
〇
)
l
に
「
木
に
易
え
る
に
石
を
以
て
　
5

す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
四
・
四
明
奉
化
県
志
「
橋
梁
」
に
は
、



北
宋
期
に
木
で
作
ら
れ
て
い
た
奉
化
県
の
「
恵
政
橋
」
が
'
南
宋
中
期

の
開
積
初
め
(
1
二
〇
五
か
)
　
に
石
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
た
と
の
記
述

が
あ
る
。
ま
た
同
巻
同
項
に
も
、
北
宋
期
に
木
で
作
ら
れ
て
い
た
同
県

の
「
広
済
橋
」
が
'
紹
配
…
改
元
の
年
(
二
九
〇
)
　
に
石
柱
を
梁
と
し

た
橋
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
'
巻
二
「
四

明
象
山
県
志
・
「
橋
梁
」
に
よ
る
と
、
南
宋
初
期
の
紹
興
年
間
(
〓

n
i
l
⊥
ハ
二
)
に
木
で
作
ら
れ
た
「
恵
政
橋
」
が
t
.
南
宋
後
半
の
嘉
定

一
三
年
(
二
三
〇
)
　
に
は
石
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
`

明
州
(
寧
波
)
に
.
つ
い
て
は
'
そ
の
後
の
明
清
時
代
の
『
寧
波
府
志
』

や
各
県
志
を
見
る
と
、
元
代
以
降
明
清
に
か
け
て
や
は
り
同
様
に
木

橋
か
ら
石
橋
へ
と
架
け
替
わ
っ
た
例
が
多
数
見
ら
れ
、
南
宋
期
以
後
の

架
け
替
え
に
つ
い
て
、
材
料
が
特
定
で
き
る
事
例
9
.
ほ
と
ん
ど
を
同
様

の
パ
タ
ー
ソ
が
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。
温
州
に
つ
い
て
は
'
宋
代
の

地
方
志
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
'
宋
代
に
関
し
て
は
不
明
だ
が
'
明

r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

清
時
代
に
つ
い
で
は
同
様
の
傾
向
を
'
や
は
り
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

K?-・
石
橋
は
木
橋
に
比
べ
て
頑
丈
で
あ
り
、
上
記
の
架
け
替
え
の
事
例
に

っ
い
て
も
'
史
料
に
は
木
橋
の
壊
れ
や
す
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の

t
-も

あ
る
。
「
経
済
成
長
の
指
標
」
と
し
て
捉
え
受
)
と
(
楊
　
1
九
八

三
)
ち
,
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
,
.
日
本
と
比
較
し
た
場
合
,
日
本

で
は
、
巧
橋
の
普
及
は
江
戸
時
代
に
な
て
よ
う
や
-
盛
ん
に
な
っ
た

の
、
で
あ
る
。
そ
.
の
理
由
は
'
小
山
田
了
三
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
が
豊
富

な
木
材
に
恵
せ
れ
て
お
り
へ
木
橋
が
し
ば
し
ば
流
失
す
る
欠
点
が
あ
っ

た
に
し
て
`
杢
石
橋
に
比
し
て
は
る
か
に
経
済
的
な
建
築
物
で
あ
っ
た

た
め
(
小
山
田
一
九
九
一
)
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
は
そ
れ
よ
り

も
数
世
紀
早
く
も
と
も
と
森
林
が
乏
⊥
く
は
な
か
っ
た
江
南
に
お
い

て
も
、
南
宋
期
以
後
は
木
橋
か
ら
石
橋
へ
の
転
換
が
し
ば
し
ば
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
橋
の
材
料
の
変
化
自
体
は
」
経
済

停
滞
と
は
ほ
と
ん
ど
結
び
つ
か
な
い
が
'
宋
代
の
森
林
環
境
の
変
化
が

各
方
面
に
及
ぼ
す
影
響
の
現
れ
の
一
つ
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
、
結
　
　
　
語

第
二
早
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
南
宋
の
海
港
都
市
は
'
決
し
て
一
律

に
繁
栄
を
見
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
以
上
に
史
料
を
挙
げ
て
述
べ
た

よ
う
に
'
明
州
・
温
州
は
、
人
口
の
増
加
が
直
接
・
間
接
に
引
き
起
こ

し
た
諸
要
因
に
よ
っ
て
'
海
港
を
取
り
巻
く
環
境
は
」
し
だ
い
に
変
化

を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
'
広
州
・
泉
州
と
新
東
海
港
都

市
と
の
比
較
を
簡
単
に
し
て
お
き
た
い
。

広
州
・
泉
州
は
'
新
東
最
大
の
貿
易
港
・
明
州
に
比
べ
て
、
南
海
貿

易
の
輸
入
品
に
も
と
づ
く
利
益
に
よ
っ
て
へ
南
宋
期
に
繁
栄
を
見
せ
て

い
た
。
し
か
も
へ
国
内
の
遠
距
離
流
通
を
同
時
に
併
せ
考
え
て
も
'
と

く
に
南
宋
期
の
広
州
は
食
糧
移
出
基
地
と
し
て
へ
そ
の
役
割
を
増
し
っ

っ
ぁ
っ
た
。
両
広
各
地
の
米
は
広
州
に
集
め
ら
れ
'
海
路
'
福
建
や
丙

.
新
に
送
ら
れ
た
。
両
所
の
中
で
も
'
杭
州
と
並
ん
で
明
州
.
 
・
温
州
と
い

っ
た
海
港
都
市
は
、
重
要
な
移
出
先
で
あ
っ
た
(
全
　
1
九
九
こ
。

ま
た
'
新
東
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
水
災
の
増
加
は
、
広
東
の
場
合
は
明

代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
(
梁
必
洪
一
九
九
三
)
'
宋
代
の
段
階
で
は
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1
7
)

あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
造
船
能
力
の
低
下
な
ど
も
観
察
さ
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
'
明
州
・
温
州
は
'
人
口
の
流
入
に
よ
る
薪
炭
・
建
築

材
需
要
、
金
軍
に
対
抗
す
る
た
め
の
造
船
数
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
l
て
、
・

森
林
破
壊
が
進
行
し
」
そ
の
こ
と
が
逆
に
造
船
能
力
の
低
下
を
招
き
'

民
間
貿
易
船
や
漁
船
の
徴
発
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
木
材

等
の
輸
入
の
見
返
り
と
し
て
の
日
本
へ
の
銅
銭
の
流
出
の
た
め
に
'
南

宋
政
府
は
貿
易
制
限
を
お
こ
な
わ
ざ
る
を
得
ず
'
こ
の
こ
と
が
か
え
っ

て
海
冠
の
発
生
を
も
た
ら
し
、
そ
の
中
に
は
官
給
へ
の
徴
発
に
苦
し
む

運
船
業
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
森
林
破
壊
に
よ
る
港
・
河
川
へ

の
土
砂
堆
積
は
'
渡
深
作
業
の
必
要
性
を
増
大
さ
せ
'
ま
た
保
水
力
の

低
下
に
と
も
な
う
災
害
も
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
南
宋
期
の
明
州

㌧
温
州
を
め
ぐ
る
条
件
は
'
海
港
都
市
と
し
て
の
繁
栄
を
阻
害
す
る
要

因
を
様
々
な
形
で
含
有
し
て
い
.
た
の
で
あ
る
。
.

そ
し
て
t
.
造
船
能
力
の
低
下
は
、
宋
元
交
代
に
も
微
妙
な
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
。
南
宋
末
期
、
南
下
す
る
元
軍
に
対
し
t
t
温
州
は
文
天
梓

が
1
時
滞
在
す
る
な
ど
'
宋
朝
側
の
反
抗
の
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
'
宋
朝
は
不
足
し
た
船
舶
の
数
を
補
わ
ん
と
し
て
各
地
で

強
制
的
徴
発
に
全
力
を
尽
く
し
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
っ
l
た
泉
州
の
蒲
寿

庚
の
元
へ
の
寝
返
り
が
、
商
宋
崩
壊
へ
の
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
こ
と

は
既
.
 
i
l
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
(
桑
原
　
l
九
三
五
)
0

さ
ら
に
'
元
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
旧
南
宋
水
軍
が
'
元
冠
の
弘
安

の
役
に
「
江
南
軍
」
に
編
入
さ
れ
た
が
'
弘
安
の
役
に
先
立
っ
て
'
元

の
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
は
江
南
各
地
に
艦
船
の
新
造
も
命
じ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
へ
そ
の
場
所
は
'
「
揚
州
・
湖
南
・
績
州
・
泉
州
」
の
四
カ
所
と

さ
れ
て
お
り
(
池
内
一
九
三
一
)
t
.
南
宋
初
期
な
ら
当
然
含
ま
れ
た

で
あ
ろ
う
は
ず
の
明
州
.
 
・
温
州
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ

れ
る
。
南
宋
中
期
以
後
の
造
船
能
力
の
低
下
を
考
え
K
S
A
J
t
.
i
・
こ
れ
も
決

-
(
2
)

し
て
偶
然
の
こ
と
と
は
亨
見
な
い
で
あ
ろ
う
了
　
　
J

さ
て
,
.
こ
う
し
た
斬
東
海
港
都
市
を
め
ぐ
る
環
境
の
.
変
化
は
、
そ
の

後
へ
.
ど
の
よ
う
な
推
移
を
た
ど
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
明
清
時
代
に
入
り
'

中
国
の
人
口
は
さ
ら
に
増
大
す
る
が
t
.
そ
れ
を
支
え
た
の
が
と
う
も
ろ

こ
し
・
甘
藷
な
ど
の
新
来
の
作
物
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
耕
地
拡
大
が

と
く
に
清
代
に
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
'
.
千
葉
徳
爾
氏
に

よ
れ
ば
」
森
林
破
壊
・
山
地
開
墾
は
土
壌
侵
蝕
を
招
き
へ
ひ
い
て
は
生

産
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
。
と
く
.
に
'
地
方
志
の
記
載
を
も
と
に
土

壌
侵
蝕
の
事
例
を
見
る
と
'
広
州
「
長
沙
I
西
安
を
つ
ら
ぬ
-
線
よ
り

東
部
で
の
分
布
が
圧
倒
的
で
あ
り
'
新
江
省
か
ら
福
建
省
に
か
け
て
の

地
域
は
、
二
」
れ
に
関
す
る
地
方
志
の
記
事
も
非
常
に
多
-
引
用
さ
れ
て

い
る
・
(
千
葉
一
.
九
九
1
)
-

.
こ
う
し
た
森
林
破
壊
の
影
響
に
つ
い
て
は
へ
-
.
他
に
も
様
々
な
面
で
見

ら
れ
'
明
清
社
会
経
済
史
に
関
す
る
先
行
研
究
や
史
料
か
ら
も
'
断
片

的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
東
に
関
し
て
は
∵
た
と
え
ば
へ
~
南

宋
期
に
既
に
明
州
に
お
い
て
は
汝
決
の
必
要
度
が
高
ま
っ
て
い
た
。
明

清
期
に
お
け
る
水
利
施
設
の
建
設
・
重
修
の
増
加
(
松
甲
一
九
八
一
)

は
t
.
南
宋
期
以
後
の
環
境
変
化
の
中
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
へ
.
水
利
機

(
S

能
の
阻
害
の
増
加
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

-
.
他
方
、
以
後
の
温
州
に
お
い
て
も
‥
数
少
な
い
基
幹
産
業
の
一
つ
で

あ
る
造
船
業
は
、
'
.
南
宋
期
と
同
様
に
」
決
し
て
順
調
な
歩
み
を
見
せ
て
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は
い
な
か
っ
た
。
『
乾
隆
温
州
府
志
』
巻
八
・
兵
制
「
戦
艦
」
に
は
'

や
は
り
依
然
と
し
て
木
材
不
足
に
悩
む
晴
代
温
州
の
造
船
業
の
姿
が
窺

え
る
。
す
な
わ
ち
へ

・
「
取
材
は
必
ず
樟
樹
を
用
い
へ
従
前
へ
甑
に
在
り
て
廠
に
桝
ず
。

K
サ原

よ
り
駈
・
柏
両
郡
均
し
-
樺
を
産
す
に
E
E
[
り
'
乃
ち
自
ら
経
辞

す
。
多
年
'
水
に
近
き
地
方
は
放
伐
し
て
殆
ど
尽
-
。
十
余
年
へ

こ

　

カ

た

均
し
-
深
山
窮
谷
の
中
よ
り
取
り
へ
既
に
較
運
に
属
し
て
維
れ
難

し
。
銭
程
は
山
客
に
分
給
し
て
四
路
購
辞
せ
し
む
。
而
る
に
1
切

3

I
の
価
脚
盤
費
は
部
価
よ
り
も
浮
ぎ
'
山
客
は
巳
に
力
む
れ
ど
も
支

す
る
能
わ
ず
'
′
巳
む
を
得
ず
し
て
官
は
水
脚
を
添
給
し
て
始
め
て

工
に
到
る
を
得
。
」

と
あ
る
よ
う
に
'
船
材
に
用
い
て
い
た
棒
は
'
温
州
・
処
州
(
「
甑
」

は
温
州
へ
「
柏
」
,
は
処
州
を
指
す
)
　
の
産
物
で
あ
り
'
自
給
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
'
・
水
路
沿
い
~
の
地
域
か
ら
は
供
給
が
困
難
に
な
り
、
陸
上
輸

送
に
よ
っ
て
深
山
窮
谷
か
ら
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
、

経
費
が
高
-
つ
い
た
た
9
'
.
運
送
費
を
官
が
上
乗
せ
す
る
こ
と
で
何
と

か
船
材
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
t
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。

蝣
・
;
サ
J
の
記
事
に
は
へ
.
続
け
て
マ
ス
ト
用
の
木
材
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お

り
'

・
r
雛
楯
の
難
。
向
釆
'
楯
に
用
い
る
は
倶
に
大
建
杉
を
購
い
、
以

な

ら

　

た

て
穐
心
を
作
り
へ
外
に
は
宵
楯
を
鳳
い
、
配
び
竪
つ
.
?
.
近
年
へ
大

枚
心
も
亦
た
少
な
く
′
各
廠
は
均
し
-
庭
門
に
赴
き
'
∴
番
稔
を
購

■
茄
-
a
*

と
あ
る
よ
う
に
、
マ
ス
ト
に
用
い
た
大
建
杉
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
た

め
'
慶
門
に
赴
い
て
「
番
楯
」
へ
　
つ
ま
り
外
国
産
の
マ
ス
-
材
を
購
入

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
分
へ
輸
送
費
も
ま
た
余
分
に
か
か
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

清
代
前
半
温
州
の
造
船
廠
は
、
年
間
九
〇
隻
を
生
産
し
て
い
た
と
さ

れ
る
が
'
内
実
は
こ
の
よ
う
に
木
材
の
入
手
難
を
埋
め
合
わ
せ
な
が
ら

辛
う
じ
て
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
'
南
宋
期
に
始
ま
っ
た
現
象
が
、
新
東
に
お
い
て
'
依
然

と
し
て
'
あ
る
い
は
更
に
深
刻
な
形
で
表
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
'
明

清
時
代
に
は
'
そ
れ
が
他
の
地
域
で
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
へ
清
代
中
期
に
は
'
政
府
が
反
乱
鎮
圧
の
た
め
に
造
船
を
積

極
的
に
お
こ
な
っ
一
た
た
め
'
木
材
伐
採
過
多
に
陥
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
'

清
代
道
光
年
問
(
1
八
≡
～
五
〇
)
に
'
マ
ス
オ
用
の
木
が
不
足
し

て
'
福
建
の
各
造
船
場
が
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

(
祝
一
九
八
八
)
。
ま
た
へ
活
代
福
建
の
海
港
都
市
興
化
府
の
衰
退

の
過
程
で
'
森
林
伐
採
に
よ
る
土
壌
侵
蝕
や
水
利
施
設
へ
の
土
砂
堆
積

の
問
題
が
表
面
化
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
(
V
e
r
m
e
e
r

1
9
9
0
)
-

さ
ら
に
、
-
晴
代
推
南
の
製
塩
業
に
お
い
て
主
な
燃
料
は
葦
草
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
さ
え
も
欠
乏
す
る
こ
と
が
多
く
へ
塩
価
騰
貴
、
ひ
い
て
は

塩
政
崩
壊
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
。
佐
伯
富
氏
は
'
そ
れ
に
関
し
て
'

「
中
国
は
文
明
が
古
ぐ
山
林
の
濫
伐
が
行
わ
れ
、
植
林
が
あ
ま
り
行
わ

れ
な
か
っ
た
た
9
.
近
世
中
国
で
は
と
く
に
燃
料
が
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た
」
(
佐
伯
一
九
八
七
、
五
五
四
～
五
五
五
頁
)
と
述
べ
て
い
る

が
、
:
製
塩
業
に
お
け
る
燃
料
の
柴
薪
の
不
足
は
'
既
に
宋
代
に
も
見
ら
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れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
(
青
田
一
九
八
三
)
'
木
材
だ
け
で
な
く
革

ま
で
も
含
ん
だ
広
い
意
味
で
の
柴
薪
が
'
中
国
で
は
慢
性
的
な
不
足
に

陥
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
南
宋
期
に
は
華
中
・
華
南
の
沿
岸
の
中
で
は
両
新

路
に
か
な
り
限
定
さ
れ
た
形
で
見
ら
れ
て
い
た
現
象
が
'
明
清
時
代
に

な
る
と
地
域
的
に
拡
大
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
.

し
か
も
、
明
清
時
代
の
資
源
不
足
は
'
こ
れ
ら
木
材
に
関
連
し
た
現

象
だ
け
で
な
く
、
高
コ
ス
ト
の
か
か
る
金
属
、
あ
る
い
は
土
地
そ
の
も

の
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
'
エ
ル
グ
ィ
ソ
氏
は
、
そ

れ
が
中
国
の
技
術
発
展
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る

(
E
l
v
i
n
1
9
7
3
-
1
9
9
6
)
-
こ
れ
に
対
し
、
最
近
の
学
界
で
注
目
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
'
同
じ
東
ア
ジ
ア
で
も
'
実
は
日
本
I
 
r
持
て
る
国
」
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
'
銅
に
着
目
す
る
と
わ
か
り
や

す
い
。
中
国
の
側
か
ら
整
理
す
る
と
、
北
宋
期
は
銅
・
銅
銭
と
も
に
自

給
し
て
い
た
が
'
南
宋
期
に
な
っ
て
鋼
産
出
が
激
減
し
て
'
銅
銭
の
輸

出
も
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
明
代
に
入
る
と
銅
を
日
本
か
ら
多

く
輸
入
す
る
よ
う
に
な
り
'
銅
銭
の
輸
出
は
維
持
し
た
。
し
か
し
、
清

代
に
な
っ
て
鋼
だ
け
で
な
く
銀
も
輸
入
す
る
よ
う
に
な
り
'
し
か
も
江

戸
幕
府
が
軍
氷
通
宝
の
公
鋳
に
よ
っ
て
銭
貨
統
一
l
を
果
た
し
'
中
国
銭

は
日
本
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
。
以
上
の
移
り
変
わ
り
を
川
勝
平
太
氏
は
'

ア
ジ
ア
経
済
史
に
お
け
る
貨
幣
素
材
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
強
調

し
っ
つ
へ
.
「
貨
幣
の
輸
入
国
か
ら
貨
幣
素
材
の
供
給
国
へ
」
と
転
換
し

た
日
本
と
、
そ
の
道
を
歩
ん
だ
中
国
と
の
対
照
性
と
し
て
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
い
る
(
川
勝
一
九
九
一
)
。
つ
ま
り
'
南
宋
期
と
は
'
鋼
・

銅
銭
に
関
し
て
も
'
中
国
が
貨
幣
素
材
を
自
給
で
き
る
時
代
の
終
わ
り

と
し
て
の
時
期
に
あ
午
森
林
環
境
同
様
に
t
 
J
l
つ
の
転
換
期
に
位
置

し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
へ
誤
解
を
生
じ
ぬ
J
ぅ
に
こ
と
あ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
筆

者
自
身
は
t
,
i
.
う
し
た
環
境
史
的
分
析
に
H
?
て
'
中
国
の
み
を
「
停

滞
」
.
に
結
び
つ
け
よ
l
ぅ
と
意
図
し
て
い
る
の
七
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
エ
ル
グ
ィ
ソ
氏
が
中
国
経
済
史
の
転
換
期
と
し
て
位
置
づ
け
た

1
四
世
紀
に
は
'
ヨ
t
 
I
P
ッ
`
ハ
史
に
お
い
て
も
同
様
に
'
イ
マ
ニ
ニ

ル
=
ウ
ォ
」
ラ
ー
ス
テ
イ
ソ
氏
の
言
う
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
な
る
停

滞
期
が
訪
れ
て
い
た
。
.
そ
の
危
機
脱
出
の
鍵
と
な
っ
た
領
土
的
拡
大
に

r

(

テ

イ

プ

ル

よ
り
、
ヨ
I
P
ッ
'
ハ
は
基
礎
商
品
と
し
て
食
糧
と
燃
料
を
世
界
各
地
か

ら
入
手
す
る
よ
う
に
な
る
(
W
a
l
l
e
r
s
t
e
i
n
1
9
7
4
)
c
中
国
よ
り
遅
れ

て
'
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
.
い
て
も
一
五
世
紀
以
後
へ
木
材
の
不
足
は
次

第
に
進
行
し
て
い
た
の
だ
が
'
植
民
地
で
の
造
船
'
植
民
地
か
ら
の
木

材
輸
入
に
頼
る
こ
i
j
も
可
能
で
あ
っ
た
(
P
o
n
t
i
n
g
1
9
9
1
)
と
い
う

点
は
,
中
国
と
の
相
違
で
あ
~
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
自
野
内
の
森
林
資

源
に
限
れ
ば
'
ヰ
国
と
の
差
は
、
時
期
の
相
対
的
な
違
い
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
つ
け
加
え
る
と
,
本
稿
は
,
も
と
`
も
と
宋
代
新
東
の
地
域
社

会
史
、
と
く
に
温
州
の
そ
れ
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
筆
者
が
、
長
期
ス

パ
ン
で
の
経
済
史
的
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
よ
う
と
し
て
、
環
境
史
の
手

法
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
環
境
史
本
来
の
手
法
か
ら
言
え
ば
'

さ
ら
に
分
析
す
べ
き
点
も
多
々
あ
ろ
う
が
'
枚
数
も
尽
き
た
の
で
'
も

う
一
・
度
、
温
州
の
地
域
社
会
史
に
立
ち
戻
り
'
本
稿
の
し
め
く
く
り
を
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し
て
お
き
た
い
。

南
宋
期
温
州
の
代
表
的
思
想
家
・
菓
適
は
'
嘉
定
一
〇
年
(
一
≡

七
)
.
1
二
月
へ
「
温
州
社
稜
記
」
(
『
水
心
文
集
』
巻
〓
)
を
執
筆
し

て
い
る
。
社
稜
の
土
壇
に
は
'
『
周
礼
』
に
も
と
づ
き
、
そ
の
土
地
に

適
し
た
木
を
植
え
て
田
主
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
菓
適
が
」
「
永
嘉
の

木
へ
濠
棒
よ
り
宜
し
き
は
莫
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
温
州
に
適

し
た
木
と
し
て
は
、
「
預
樟
」
が
選
ば
れ
て
い
た
。

S
3

・
こ
の
「
預
樟
」
と
は
、
樺
の
こ
と
で
'
_
現
在
で
も
華
南
か
ら
華
中
に

か
け
て
分
布
し
て
お
り
へ
材
質
が
強
靭
で
耐
湿
性
も
強
い
た
め
へ
造
船

s

・
建
築
等
に
適
し
た
比
較
的
高
級
な
木
材
で
あ
る
。
『
嘉
慶
職
安
県
志
』

巻
「
輿
地
「
山
川
」
_
に
'
「
樟
」
の
項
が
あ
り
へ
.
そ
こ
に
も
'
「
木
大

き
-
し
て
,
魁
は
細
か
く
替
り
は
栴
檀
を
敵
ゆ
。
戦
艦
と
為
す
べ
し
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
造
船
業
の
盛
ん
で
あ
っ
た
温
州
に
ふ
さ
わ

し
い
木
で
あ
る
。
.

'
し
か
し
、
南
宋
期
に
「
山
林
の
大
木
絶
え
て
少
な
し
」
と
い
う
状
況

を
経
験
し
'
ま
た
前
掲
『
竜
隆
温
州
府
志
』
.
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

清
代
に
お
い
て
造
船
用
と
し
て
不
足
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
t
.
.
そ
の
棒

で
あ
っ
た
?
　
　
　
　
　
　
　
L

温
州
は
'
長
期
的
に
見
た
場
合
へ
海
賂
都
市
と
し
て
決
し
て
安
定
的

な
繁
栄
を
築
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
手
水
嘉
」
と
い
う
地
名
を
冠
せ

ら
れ
た
学
派
が
そ
の
独
自
性
を
発
揮
し
た
の
も
'
_
宋
代
の
一
定
期
間
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
′
限
り
あ
る
資
源
と
し
て
の
「
樟
」
・
こ
そ
へ
宋
代
以
後

の
温
州
u
Q
盛
衰
を
両
義
的
に
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な

ヽ

　

0

_
>

読
(
-
)
　
本
稿
は
'
一
九
九
七
年
度
広
島
史
学
研
究
会
大
会
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
「
広

域
経
済
圏
と
中
世
都
市
」
(
於
広
島
大
学
)
に
お
い
て
標
題
で
報
告
し

た
内
容
に
'
若
干
の
加
筆
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
ォ
サ
)
　
I
昨
年
に
出
さ
れ
た
氏
の
論
文
集
(
E
l
v
i
n
1
9
9
6
)
で
は
、
こ
う
し

た
見
解
が
さ
ら
に
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
　
本
稿
で
は
'
た
と
え
は
温
州
「
明
州
(
寧
波
)
な
ど
を
「
海
港
都
市
」

i
J
い
う
表
現
で
用
い
で
い
る
。
両
都
市
と
も
海
に
近
い
が
,
厳
密
に
言

え
ば
'
港
自
体
は
、
海
か
ら
川
を
少
し
入
っ
た
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。

だ
が
'
.
機
能
と
し
て
は
、
事
実
上
「
海
港
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
'

′
.
実
際
へ
た
と
え
ば
林
士
民
氏
の
著
書
(
林
士
民
二
九
九
〇
)
の
ご
と

、
く
そ
の
よ
う
に
慣
用
さ
れ
て
い
る
の
で
'
本
稿
で
は
「
海
港
」
と
い

う
用
語
を
使
用
し
た
い
。
・

蝣
M
　
な
お
'
宋
代
の
環
境
史
に
関
し
て
は
'
従
来
t
.
概
説
書
に
お
い
て
も

・
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
'
昨
年
出
版
さ
れ
た
伊
原
弘

L
氏
執
筆
の
概
説
(
伊
原
・
梅
村
一
九
九
七
)
に
は
'
人
口
や
森
林
環

境
に
つ
い
て
の
言
及
が
比
較
的
多
-
含
ま
れ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ

れ
た
い
。

(
5
)
　
温
州
の
永
嘉
学
派
と
軍
事
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係

か
ら
モ
」
で
は
簡
単
な
記
述
に
と
ど
め
て
お
く
。
別
稿
に
て
論
じ
た
.
い
。

<
(
サ
)
　
ま
た
、
明
州
に
と
っ
て
重
要
貿
易
相
手
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
高
毘
が
、

南
宋
中
期
以
後
へ
国
勢
が
振
る
わ
な
か
っ
`
た
こ
と
も
影
響
を
与
え
た
(
守

地
.
一
九
九
二
'
軍
一
~
九
八
五
)
。

(
ォ
ー
)
蝣
衰
退
の
理
由
と
し
て
'
周
夢
江
氏
は
、
桂
貴
に
よ
る
収
奪
や
税
務
機

56

桟
の
乱
立
、
税
吏
の
専
横
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
産
業
の
内
情
ま
で

探
っ
た
分
析
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
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(
8
)
　
こ
の
時
'
温
州
と
と
も
に
隣
の
台
州
も
減
額
さ
れ
て
い
る
。
両
州
は

前
東
北
部
の
杭
州
湾
沿
岸
に
比
べ
て
多
雨
で
あ
り
'
本
来
'
塩
業
に
十

分
通
し
た
気
侯
条
件
で
は
な
か
っ
た
(
W
o
r
t
h
y
1
9
7
5
)
。

(
9
)
　
引
用
史
料
の
楼
鵠
『
攻
娩
集
)
)
巻
二
1
　
「
乞
罷
温
州
船
場
」
は
'
楼

錦
が
知
温
札
と
し
て
赴
任
し
た
淳
照
年
間
(
二
七
四
～
八
九
)
末
期

に
書
か
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
(
岡
　
1
九
九
六
)
0

(
2
)
　
棺
桶
を
め
ぐ
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
張
隆
義
論
文
に
詳
し
い
　
(
張

一
九
六
六
)
。
な
お
'
宋
代
両
前
で
は
'
仏
教
の
影
響
な
ど
で
庶
民
を

中
心
に
火
葬
が
盛
行
し
て
い
た
が
'
士
大
夫
な
ど
の
問
で
は
、
金
銭
を

か
け
て
土
葬
に
す
る
「
厚
葬
」
も
依
然
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
　
(
徐

一
九
九
二
)
。

(
3
)
　
乾
道
四
年
(
一
一
六
八
)
へ
明
州
の
天
童
寺
千
仏
閤
建
設
の
た
め
に
へ

日
本
僧
栄
西
が
巨
木
良
材
を
輸
送
・
寄
進
し
た
　
(
林
正
秋
一
九
八

九
)
。
ま
た
'
南
宋
初
期
の
こ
と
と
し
て
'
日
本
僧
重
源
が
'
東
大
寺

再
建
に
も
用
い
ら
れ
た
周
防
国
の
木
材
を
運
び
'
明
州
阿
育
王
寺
舎
利

殿
を
建
立
し
た
(
森
一
九
四
八
、
三
坂
一
九
七
一
)
。

(
S
)
　
プ
ヅ
1
㌢
ソ
氏
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
経
済
史
の
編
著
書
を
参
考
に
し
た

(
P
u
l
l
a
n
1
9
6
8
)
。
な
お
、
本
書
の
入
手
に
関
し
て
は
'
本
シ
ソ
ポ
ジ

ウ
ム
研
究
委
員
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
史
が
ご
専
門
の
中
平
希
氏
L
(
広
島

大
学
大
学
院
)
　
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝

意
を
表
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'

(
2
)
　
台
湾
で
出
版
さ
れ
た
程
超
沢
氏
の
著
書
は
'
現
代
中
国
の
環
境
問
題

の
深
刻
さ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
背
景
と
し
て
エ
ル
グ
ィ

ソ
氏
の
"
t
h
e
 
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
 
t
r
a
p
"
に
も
言
及
し
て
い

る
　
(
程
超
沢
一
九
九
五
)
0

O
S
)
　
菓
適
は
'
『
水
心
文
集
』
巻
九
「
酔
楽
亭
記
」
の
中
で
も
へ
　
温
州
永

嘉
県
に
つ
い
て
'
「
地
狭
-
し
て
専
ら
な
り
へ
　
民
多
く
し
て
賓
し
」
と

記
し
て
い
る
。
.

(
t
)
　
南
宋
の
臨
安
府
は
人
口
増
加
に
よ
っ
て
家
星
が
密
集
し
'
火
事
が
頻

.
発
し
た
　
(
梅
原
一
九
八
四
へ
木
良
一
九
九
〇
)
。
同
様
の
事
態
は
、

た
と
え
ば
温
州
の
中
心
地
・
永
嘉
県
に
つ
い
て
、
『
光
措
永
嘉
県
志
』

巻
三
六
・
楳
志
一
「
祥
異
」
を
見
る
と
、
南
宋
期
だ
け
で
、
紹
興
一
〇

年
(
二
四
〇
)
へ
竜
道
四
年
(
二
六
八
)
、
同
九
年
(
二
七
三
)
、

淳
配
…
七
年
(
二
八
〇
)
'
同
一
二
年
(
二
八
五
)
へ
紹
配
完
年
(
一

一
九
〇
)
へ
紹
定
元
年
(
一
二
二
八
)
、
淳
祐
六
年
(
一
二
四
六
)
'
徳

祐
元
年
(
一
二
七
五
)
　
に
大
規
模
な
火
事
の
記
載
が
あ
る
。
具
体
的
な

民
家
の
被
害
に
つ
い
て
は
'
「
民
居
千
余
」
(
紹
興
一
〇
年
)
'
「
居
民
七

千
余
家
」
(
竜
道
九
年
)
'
「
四
百
余
家
」
・
(
淳
配
!
1
二
年
)
ち
 
r
六
百
余
家
」

「
五
百
余
家
」
(
と
も
に
紹
配
…
元
年
)
、
「
六
百
余
家
」
「
五
百
余
家
」
(
と

も
に
紹
定
元
年
)
'
「
六
百
余
家
」
(
淳
祐
六
年
)
産
ど
と
記
載
さ
れ
て

い
る
。

(
2
)
　
洪
遠
『
容
齋
三
筆
』
巻
〓
　
「
宮
室
土
木
」
。

(
」
)
　
た
だ
し
、
泉
州
に
も
'
宗
室
へ
の
銭
米
支
給
の
負
担
や
海
賊
の
増
加

の
た
め
に
へ
南
宋
後
半
に
一
時
的
な
停
滞
の
時
期
が
訪
れ
て
お
り
、
同

時
期
に
依
然
活
発
で
あ
っ
た
広
州
と
は
異
な
っ
た
歩
み
を
見
せ
て
い
る

(
土
肥
　
l
九
八
〇
'
李
　
1
九
八
六
、
C
l
a
r
k
1
9
9
1
)
。

(
2
)
　
太
田
弘
毅
氏
は
'
元
の
第
二
次
日
本
遠
征
に
あ
た
っ
て
'
江
南
に
お

い
て
艦
船
材
が
欠
乏
L
t
南
宋
の
投
降
者
を
高
覧
に
連
行
し
て
造
船
さ

せ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
　
(
太
田
一
九
九

七
)
0
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(
2
)
　
宋
代
の
明
州
那
県
の
水
利
問
題
を
論
じ
た
長
瀬
守
氏
が
'
「
松
田
吾

郎
『
明
清
時
代
新
江
那
県
の
水
利
事
業
』
(
『
中
国
水
利
史
論
集
』
所
収
)

に
お
い
て
'
私
の
論
を
う
け
て
明
清
の
都
県
の
状
況
を
論
じ
て
い
ら
れ

る
。
明
清
時
代
の
経
営
構
造
を
発
展
と
し
て
の
概
念
で
把
捉
で
き
る
か

ど
う
か
は
疑
問
と
し
て
残
る
。
水
利
施
設
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と

太
田
　
弘
毅
(
l
九
九
七
)
『
蒙
古
襲
来
　
-
　
そ
の
軍
事
史
的
研
究
　
-
　
』
'
錦

正
社

岡
　
元
司
二
九
九
五
)
「
南
宋
期
温
州
の
名
族
と
科
挙
」
(
『
広
島
大
学
東

58

洋
史
研
究
室
報
告
』
第
一
七
号
)

(
一
九
九
一
ハ
)
「
南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
人
的
結
合

は
'
於
抄
に
よ
る
施
設
の
阻
害
と
い
う
側
面
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
こ
と
。
士
人
`
・
富
戸
'
つ
い
で
郷
紺
に
よ
る
修
築
㍉
官
吏
は
'
既
に

宋
代
の
魂
脱
や
有
力
戸
・
寺
観
に
よ
る
修
築
に
そ
の
萌
芽
が
あ
る
よ
う
　
　
小
山
田
了
三

に
思
わ
れ
右
。
こ
う
し
て
明
清
時
代
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
す
べ
て
が
宋

代
に
出
つ
-
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
明
確
で
あ
る
。
」
(
長
瀬
一
九
八
　
　
川
勝
　
平
太

三
、
三
五
五
～
三
五
六
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
長
瀬
氏
は
'
こ
れ
以
上

に
詳
し
く
は
述
べ
で
い
な
い
が
'
環
境
史
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
'
こ
う
　
　
木
良
八
洲
推

し
た
観
点
は
再
度
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

(
ァ
)
　
参
考
文
献
に
あ
げ
た
『
中
国
農
業
百
科
全
書
林
業
巻
下
』
へ
『
折
江
植

物
誌
』
第
二
巻
、
『
中
国
古
橋
技
術
史
』
を
参
照
し
た
。

参
考
文
献

[
日
本
語
]
(
g
普
順
)

伊
原
弘
・
梅
村
坦
(
一
九
九
七
)
『
世
界
の
歴
史
　
七
　
朱
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
』
'
中
央
公
論
社

池
内
　
宏
(
1
九
三
一
)
メ
.
『
元
蓬
の
新
研
究
』
'
東
洋
文
庫

上
田
　
信
(
一
九
八
九
)
「
観
念
・
社
会
・
自
然
　
-
　
『
活
代
の
福
建
社
会
』

、
補
論
-
」
(
『
中
国
-
社
会
と
文
化
・
-
』
第
四
号
)

梅
原
　
郁
(
l
九
八
四
)
「
南
宋
の
臨
安
」
(
同
編
.
『
中
国
近
世
の
都
市
と
文

化
』
'
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

斯佐桑
波伯　原

曽
我
部
静
雄

千
葉
　
徒
爾

張
　
　
隆
義

-
　
永
嘉
学
派
と
の
関
連
を
中
心
に
　
-
　
」
(
『
史
学
研
究
』
第
二

一
二
号
)

(
一
九
九
一
)
『
橋
(
も
の
と
人
間
の
文
化
史
六
六
)
』
へ
法
政
大

学
出
版
局

(
一
九
九
一
)
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
　
「
鎖
国
」
再
考
』
へ
　
日

本
放
送
出
版
協
会

(
一
九
九
°
)
「
南
宋
臨
安
府
に
お
け
る
大
火
と
火
政
」
(
『
人
文

論
究
』
第
四
〇
巻
第
二
号
)

(
1
九
三
五
)
『
蒲
寿
庚
の
事
蹟
』
'
岩
波
書
店

(
一
九
八
七
)
『
中
国
塩
政
史
の
研
究
』
'
法
律
文
化
社

(
1
九
六
八
)
『
宋
代
商
業
史
研
究
]
)
'
風
間
萱
房

(
1
九
八
八
)
『
宋
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
'
汲
古
書
昆
・

(
l
九
九
二
)
「
港
市
論
　
-
　
寧
波
港
と
日
中
海
事
史
　
-
　
」
(
荒

野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史

Ⅲ
　
海
上
の
道
』
、
東
京
大
学
出
版
会
)

(
一
九
四
九
)
『
日
宋
金
貨
幣
交
流
史
]
)
、
宝
文
館

(
1
九
七
四
)
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
]
)
へ
吉
川
弘
文
鑑

(
一
九
九
一
)
『
(
増
補
改
訂
)
は
げ
山
の
研
究
』
、
そ
し
え
て

(
一
九
六
六
)
「
宋
代
に
お
け
る
木
材
の
消
費
と
生
産
」
(
r
待
兼

山
論
叢
・
史
学
箱
J
l
第
九
号
)
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寺
地
　
　
道
　
(
l
九
九
二
)
　
「
地
域
発
達
史
の
視
点
I
宋
元
代
'
明
州
を
め

ぐ
っ
て
・
「
」
(
今
永
清
二
フ
ジ
ア
史
に
お
け
る
地
域
自
治
の

基
環
的
研
究
し
'
科
研
報
告
書
)

土
肥
　
祐
子
(
1
九
八
〇
)
「
南
宋
中
期
以
後
に
お
け
る
最
州
の
海
外
貿
易
」
(
冒

長
瀬
　
　
守

藤
田
　
豊
八

松
田
　
吾
郎

三
坂
　
圭
治

宮
等
　
洋
一

茶
の
水
史
学
)
第
二
三
号
)

(
一
九
八
三
)
『
宋
元
水
利
史
研
究
』
'
国
書
刊
行
会

(
l
九
≡
二
)
『
東
西
交
渉
史
の
研
究
　
南
海
篇
』
'
岡
書
院

(
一
九
八
一
)
「
明
清
時
代
前
江
那
県
の
水
利
事
業
」
(
中
国
水
利

史
研
究
会
得
r
佐
藤
博
士
還
暦
記
念
中
国
水
利
史
論
集
』
'
国
書

刊
行
会
)

(
一
九
七
一
)
『
山
口
県
の
歴
史
』
へ
　
山
川
出
版
社

(
1
九
九
四
)
　
「
明
活
時
代
'
森
林
資
源
政
策
の
推
移
　
-
　
中
国

に
お
け
る
環
境
認
識
の
変
遷
　
-
　
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
]
)

二
二
号
)

辛柿柿
.

茅
以
升

局
.
厚
才

局

真
筆
(
一
九
八
六
)
『
泉
州
与
我
国
中
古
的
海
上
交
通
』
へ
　
学
生
書
局

士
民
(
一
九
九
°
)
『
海
上
緑
綱
之
路
的
著
名
海
港
　
-
　
明
州
』
(
海
洋

出
版
社
)
.

正
秋
(
一
九
八
九
)
『
新
江
経
済
文
化
史
研
究
』
'
折
江
古
籍
出
版
社

(
主
編
)
　
(
1
九
八
六
)
『
中
国
古
橋
技
術
史
』
へ
北
京
出
版
社

(
編
著
)
　
(
一
九
九
°
)
『
温
州
港
史
』
へ
　
人
民
交
通
出
版
社

夢
江
(
1
九
八
三
)
「
宋
代
温
州
鋲
市
的
発
展
和
商
業
的
繁
栄
」
(
『
杭

州
商
学
院
学
報
』
一
九
八
三
年
第
四
期
)

(
一
九
八
七
)
「
宋
代
温
州
城
郷
商
品
経
済
的
発
展
与
衰
落
」
(
『
温

川
.
r
~
-
;
i
k
v
‥
.
I
(
牲
　
　
‥
こ
'
-
J
-
S
'
1
'
祁
一
川
】
　
　
.

慶
南
(
一
九
九
五
)
「
御
筆
碑
与
宋
代
明
州
造
船
業
及
外
貿
」
.
(
董
胎
安

主
編
『
新
東
文
化
論
叢
』
t
 
J
中
央
編
訳
出
版
社
)
・

慈
寿
(
一
九
八
八
)
『
中
国
古
代
工
業
史
』
'
学
林
出
版
社

告
軍
l
(
l
九
九
二
)
「
論
両
前
的
火
葬
習
俗
」
(
鈴
木
満
男
主
編
『
折
江

森
　
　
克
己
(
1
九
四
八
)
『
日
宋
貿
易
の
研
究
J
I
、
国
立
書
院

(
一
九
七
五
a
)
『
抗
日
宋
貿
易
の
研
究
』
'
国
書
刊
行
会

(
1
九
七
五
b
)
『
続
々
日
宋
貿
易
の
研
究
』
、
国
書
刊
行
会

民
俗
研
究
』
、
新
江
人
民
出
版
社
)

蓑
元
龍
・
洪
可
高
(
一
-
九
九
五
)
「
寧
渡
港
考
略
」
(
董
胎
安
主
編
『
新
東
文
化

論
叢
』
へ
中
央
編
訳
出
版
社
)

吉
田
　
　
寅
(
1
九
八
三
)
r
m
代
製
塩
技
術
資
料
q
.
燕
波
図
』
の
研
究
』
へ
　
汲

古
書
院

[
中
国
語
]
　
(
画
数
順
)

王
暁
衛
・
劉
昭
祥
(
1
九
八
六
)
『
歴
代
兵
制
浅
説
』
(
解
放
軍
出
版
社
)

中
国
農
業
百
科
全
書
総
編
輯
委
員
会
林
業
巻
編
輯
委
員
全
編
`
(
一
九
八
九
)
『
中

国
農
業
百
科
全
書
　
林
業
巻
(
上
・
下
)
』
へ
　
農
業
出
版
社

全
　
　
漢
昇
(
一
九
九
一
)
　
「
宋
代
広
州
的
国
内
外
貿
易
」
　
(
『
中
国
経
済
史
研

究
(
下
)
』
、
稲
郷
出
版
社
)

斬
江
森
林
編
輯
委
員
会
(
1
九
九
三
)
『
斬
江
森
林
』
'
中
国
林
業
出
版
社
J

^
4
2
i
^
誌
‥
り
n
-
"
'
=
r
.
'
;
　
(
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
　
蝣
r
　
1
-
"
」
　
十
芯

科
　
-
　
樟
科
』
へ
新
江
科
学
技
術
出
版
社

陳
　
学
宗
L
(
1
九
八
八
)
「
楼
錦
使
金
所
見
之
華
北
城
鋲
-
　
『
北
行
日
録
』

-
.
史
料
挙
隅
仁
一
1
」
(
『
国
際
宋
史
研
討
会
論
文
集
』
'
中
国
文
化
大
.

学
)

陳
　
　
橋
駅
　
(
一
九
六
五
)
　
「
古
代
紹
興
地
区
天
然
森
林
的
破
壊
及
其
対
農
業

一
　
　
的
影
響
」
一
(
『
地
理
学
報
』
第
三
二
巻
第
二
期
)
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二
九
八
三
)
「
歴
史
上
y
.
i
江
筋
的
山
f
l
J
望
S
?
与
山
維
t
i
.
填
」
(
r
中

国
社
会
日
学
し
一
九
八
三
年
初
E
I
R
E
)

(
1
九
九
1
)
『
新
江
災
異
能
志
J
t
前
江
人
民
出
版
社

黄
　
　
寛
重
(
一
九
八
五
)
コ
悶
宋
史
研
究
生
J
I
.
新
文
豊
出
版
公
司

梁
方
仲
(
編
著
)
　
二
九
八
〇
)
r
中
国
歴
代
戸
口
・
田
地
・
田
賦
統
計
』
'
上

海
人
民
出
版
社

梁
必
洪
(
主
編
)
　
(
l
九
九
三
)
『
広
東
的
自
然
災
害
』
、
広
東
人
民
出
版
社

程
　
　
民
生
(
一
九
八
九
)
「
試
論
南
宋
経
済
的
衰
退
」
(
『
中
国
経
済
史
研
究
』

一
九
八
九
年
第
三
期
)

(
一
九
九
二
)
『
宋
代
地
域
経
済
』
へ
河
南
大
学
出
版
社

程
　
　
超
沢
(
一
九
九
五
)
『
中
国
大
陸
人
口
増
長
的
多
重
危
機
』
へ
時
報
文
化

出版~・・

停
　
宗
文
(
一
九
八
七
)
『
宋
代
草
市
鋲
研
究
』
'
福
建
人
民
出
版
社

楊
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prosperity of the water transportation on the west Japanese sea which the leaping in-

crease of the silver exportation quantity brought about gave Kizukt a big influence. As

a result, Kizuki is supposed to have been grown to the city which plays a central role in

the economic side m the area around it.

Economic Stagnation of the Zhedong (新東) seaport
cities and deterioration of forest environments

in the Southern Song period

by Motoshi Oka

In the researches on pre一modern Chinese history, its economic development has been

overemphasized until quite recently, although the economic revolution m the medieval

China did not continue for such a long time; the Chinese economy fell into a decline in

the fourteenth century and there were indications of this decline already in the Southern

Song period. In this paper, I analyze the economic stagnation in the Zhedong seaport

cities and the deterioration of forest environments in this area.

A large population growth because of the migration from north China and an excessive

increase of shipbuilding which was ca汀ied out against Chin (金) empire caused not only

a severe lack of woods for fuels and ships but also a grave forest destruction, especially

in the Liangzhe-lu (両新路). The shortage of ships affected the maritime transporta-

tion. The forest destruction made the sand to flow from the bare hills in the down-

stream and the seaports. Moreover, it caused the flood to increase in occurrence in the

Southern Song period.

日本近世時期彩票(富鼓)之研究
- 「御免富」和「隠富」一

割　　　　　美　　風

江戸時期的彩票(富鼓)不同於一般的賭博。宅以許多不特定的参加者為封象o其特徴在於

贋受大衆支持o在江戸時期有著各種形態的投機賭玩,其中彩票以以下両種類型為主: (D幕府

許可的彩票- 「御免富」 (彰民間私下流行的彩票- 「隠富」 o

本文以江戸・感癒寺的彩票為題材,封於常時巨大城市・江戸中的「御免富」進行了考察o

在此篇論文中探明了,寺院「本末関係」如何反映在彩票督運上,以及「御免富」採用了興市内

彩票舗嘗店聯合鋪皆的方式等内容。此外本文還運用盈病統計的敷接封「御免富」的督運状況

進行了分析o最後還分別研究了,将軍領地中的「暖富」在農村地区和城市地区的不同的存在

方式及特散o
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