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乾
隆
初
期
の
通
貨
政
策

直
隷
省
を
中
心
と
し
て

黨武

彦

 

は
じ
め
に

十
八
世
紀

の
中
国
経
済
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
近
年
特
に
乾
隆
期

の
経
済
問
題
、
経
済
政
策

に
関
す
る
研
究
が
蓄

　
ユ

　

積
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
様
々
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
基
本
的
に
は
同
様
の
問
題
関
心
に
お

い
て
、
乾
隆
初
期

の
通
貨
政
策
の
分
析

を
通
じ
前
近
代
中
国
経
済
の
最
後

の
段
階
で
あ
る
該
時
期
の
経
済
が
も

つ
性
格
を
解
明
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
十
八
世
紀

の
中
国
が

い
か
な
る
経
済
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
諸
研
究
に
お
い
て
整
理
検

討
さ
れ
て
い
る
の
で
贅

言
は
要
し
ま
唾
。
急
激
な
人
口
増
加
と
物
価
上
昇
、
諸
研
究
に
共
通
す
る
認
識
で
あ
る
こ
の
二

つ
の
現
象
は
、
や
は
り
該

時
期
の
中
国
経
済
を
理

解
す
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ヨ

　

貨
幣
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
黒
田
明
伸
氏
に
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

い

た
ず
ら
に
議
論
は
展
開
し
な
い
。
た
だ
貨
幣
の
問
題
、
通
貨
政
策
の
問
題
は
、
単
に
政
策
理
念
や
政
策
技
術
論
の
問
題
と
し
て
の
み
は
完
結
し
え

　
る

り

ず
、
そ
れ
が
社
会
的
質
権
を
持

つ

「
貨
幣
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
ず
る
様
々
な
社
会

の
複
雑
性
の
位
相
を
浮
き
ぼ
り
に
す

る
。
こ
の
よ
う
な
視
点

は
失

っ
て
は
な
る
ま
い
。

さ
て
、
本
稿
で
は
具
体
的
問
題
と
し
て
は
、
乾
隆
初
期
か
ら
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
た

「
銭
貴
」
に
対
応
せ
ん
と
す
る
、
乾
隆
九
～
十
年

二

七
四
五
～

一
七
四
六
)
の
京
師
に
お
け
る
諸
政
策
、
乾
隆
十
七
～
八
年

(
一
七
五
二
～

一
七
五
三
)
の
退
蔵
銅
銭
に
関
す

る
政
策
を
材
料
と
し
て

と
り
あ
げ

て
み
た
い
。
基
本
的
な
史
料
は
や
は
り

『実
録
』
や

『宮
中
楢
奏
摺
』

に
よ
る
部
分
が
多

い
の
で
、
乾
隆
帝
や
諸
官
僚
の
政
策
発
案
の

も
と
と
な

る
発
想
を
分
析
す
る
、
と

い
う
手
法
を
取
る
部
分
も
多

い
が
、
中
央
レ
ベ
ル
の
発
想
に
と
ど
ま
ら
ず
地
方

の
レ
ベ
ル
に
も
焦
点
を
あ
て
、
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該
時
期
に
お
け
る
地
域
経
済
の
展
開
に
つ
い
て
展
望
し
て
み
た

い
と
思
う
。
清
朝

の
経
済
政
策
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
様

々
な
視
点
が
あ
ろ

う
が
、
そ

の

一
つ
と
し
て
国
家
構
造
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
経
済
政
策

の
理
念
や
運
用
に
お
け
る
中
央
と
地
方

、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

地
方
官
僚
は
多
様
な
場
面
で

「
因
地
制
宜
」
に
よ
る
処
理
を
要
請
さ
れ
な
が
ら
ど

の
程
度
の
範
囲
自
立
的
で
あ
り
え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
と
は

い
え
、
清
朝
中
央
が
い
か
な
る
理
念
を
も

っ
て
い
た
に
せ
よ
、
現
実
問
題
と
し
て
地
域
毎
の
経
済
環
境
の
偏
差

の
存
在
は
歴
然
と
し
た

も
の
で
あ

る
か
ら
、
特
定
地
域
に
関
す
る
政
策
か
ら
そ
の
地
域
の
経
済
の
特
質
な
り
を
導
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
展
望
の

も
と
で
、
京
師
を
含
む
所
謂

「畿
輔
」
で
あ
る

一
方
で
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
は

一
省
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
て
い
る
と

い
う
状
況
下
に
あ
り
、
ま

た
本
稿
で
扱
う
旦
ハ体
的
事
例
で
特
に
問
題
と
な
り
、
そ
こ
で
特
徴
的
な
行
政
を
見
せ
、
経
済
や
行
政
に
か
か
わ
る
中
央
シ

ス
テ
ム
と
地
方
シ
ス
テ

ム
の
関
連
と

い
う
先
述
の
問
題
に
も

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
直
隷
省
に
お
け
る
政
策
過
程
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

概
観

国
宝
貴
於
流
通
。

こ
れ
は
清
代
乾
降
期

に
お
け
る
上
諭

・
上
奏
等
に
見
ら
れ
る
決
ま
り
文
句

で
あ
る
。
そ
し
て
清
朝
当
局
に
と

っ
て
か
く
あ
る
べ
き
銅
銭

(国

宝
)
の
姿

で
あ

っ
た
。
伝
統

の
中
に
あ
り
、
ま
た
人
々
の
日
常
性

の
構
造
の
中
に
刻
み
こ
ま
れ
、
「民
間
日
用
、
首
重
米
穀
、
次
即
銭
文
」
と
さ

れ
、
ま
た

「
民
間
日
常
必
需
」
た
る
も
の
で
あ

っ
た
銅
銭
は
、
清
朝
に
と

っ
て
ま
こ
と
に
や

っ
か

い
な
存
在

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
行
論
か

ら
も
明
ら

か
と
な
ろ
う
。

　
　

　

清
代
か
ら
近
代
史
に
か
け
て
の
中
国
貨
幣
制
度
の
問
題
点
に

つ
い
て
は
既
に
川
勝
守
氏
が
指
摘
さ
れ
、
清
朝
の
銅
銭
に

つ
い
て
の
通
貨
政
策
の

　
　

　

特
質
と
問

題
点
は
黒
田
明
伸
氏
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
両
氏
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
稿
に
か
か
わ
る
点
に
お
い
て
整
理
し

た
い
。

清
初
順
治
期
ま
で
に
お
け
る
通
貨
政
策

の
目
的
は
中
華
帝
国
で
あ
る
こ
と
の
意
思
表
示
と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
事
業
を
そ
の
必
要
条
件
と
し

て
認
識
し
た
銅
銭
鋳
造
、
さ
ら
に
明
末
に
混
乱
し
た
銭
法

の
弊
害
除
去
と
そ
れ
に
よ
る
民
心
の
安
定
に
あ

っ
た
。
ま
た
更
に
財
政
補
填
的
な
見
地

ら
　

　

か
ら

の

「鋳
息
」
(鋳
造
利
益
)
を
得
る
こ
と
も
そ
の
大
き
な
目
的
の

一
つ
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
康
煕
期
の
体
制
確
立

期
に
至
り

、
経
済
が

一
応

の
安
定
を
示
す
よ
う
に
な
る
と
、
逆
に
混
乱
に
乗
じ
て
得
て
い
た
と
も
言
え
る
鋳
息
が
望
め
な
く
な
り
、
問
題
は

い
か

　
　

　

に
し
て
銅
銭
を
安
定
供
給
す
る
か
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
原
料
で
あ
る
銅

・
鉛
の
調
達
、
す
な
わ
ち
弁
銅

・
弁
鉛
が
政
策
重
要
課
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題
と
な
る
。
特
に
問
題
と
な

っ
た
銅
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
時
確
立
し
て
い
っ
た

の
が
日
清
貿
易
に
よ
る
洋
銅

の
確
保
と
、
関
差
弁
銅

・
商
人

　
り
　

弁
銅
等
の
京

局
銅
供
給
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
洋
銅
に
そ
の
供
給
を
依
存
す
る
体
制
は
雍
正
期
に
も
継
承
さ
れ
る
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
主
に
日
本
側
の
要
因
に
よ
り
、
供
給
が
不
足
が
ち
に
な
り
、
こ
の
不
安
定
性
が
銅
禁

の
策
を
求
め
さ
せ
た
が
、
必
ず
し
も
有
効
策
で
あ
る
と
は

い
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
乾
隆
期
に
至
り
京
局
需
用
銅

の
雲
南
銅

へ
の
切
り
変
え
が
開
始
さ
れ
、
乾
隆
三
年

(
一
七
三
八
)
に
は
六
三
三
万
斤
す

べ
て
の
銅
が
雲
南
銅
に
求
め
ら
れ
る
銅
供
給
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
、
単
に
銅
の
安
定
し
た
供
給
額
の
確
保
を
可
能
に
し
た

と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
清
朝
の
行
政
シ
ス
テ
ム
や
経
済

・
流
通
シ
ス
テ
ム
に
画
期
的
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
川
勝
氏
の
専

へけ
ソ

論
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
成
立
に
よ
り
は
じ
め
て
、
黒
田
氏
が
画
期
的
で
あ
る
と
す
る
乾
隆
五
年

(
一
七
四
〇
)
以
降

の
各
省

の
自
立
的
銅
確
保
に
よ
る
鋳
銭
の
開
始
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
お
よ
そ
こ
の
こ
ろ
か
ら
通
貨
政
策
の
第

一
の
政
策
課
題
と
な
る
の
が

「銭

貴
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

以
下
の
節

で
、
そ
の
政
策
の
具
体
例
を
二
例
検
討
し
た
い
。

二

乾
隆
九
～
十
年
の
京
師
に
お
け
る
通
貨
政
策

ヘ
ヨ

　

乾
隆
九
年
十
月
、
大
学
士
郡
爾
泰
等
の
奏
に
よ
っ
て
、
京
師
に
お
け
る
銭
貴

の
対
策
と
し
て
八
条
か
ら
な
る
案
が
議
さ
れ
裁
可
さ
れ
た
。
八
条

と
は
、

1
、
京
城
内
外
鋳
銅
打
造
舗
戸
、
宜
官
為
稽
査
。

2
、
京
城
各
當
舗
、
宜
酌
量
借
給
貨
本
銀
、
収
銭
発
市
流
転
。

3
、
官
米
局
売
米
銭
文
、
不
必
存
貯
局
内
。

4
、
京
城
各
當
舗
、
現
在
積
銭
、
宜
酌
銭
数
送
局
、

一
井
発
市
。

5
、
銭
市
経
紀
、
宜
帰
併

一
庭
、
官
爲
稽
査
、
以
杜
擾
債
。

6
、
京
城
客
糧
店
、
収
買
雑
糧
、
宜
禁
止
行
使
銭
文
。

7
、
京
城
銭
文
、
宜
厳
禁
出
京
興
販
。

8
、
近
京

地
方
圃
銭
、
宜
厳
行
査
禁
。

と
い
う
も
の
で
、
那
爾
泰
等
は
現
在
の
京
師
に
お
け
る
銭
貴
の
原
因
は
、
こ
れ
ら
八
条
の
対
策
で
是
正
さ
れ
る
も
の
の
中

に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

「37一



と
し
て
い
る
。
1
は
、
私
銷

の
根
源
と
さ
れ
た
銅
舗
を
、
政
府
統
制
下
に
置
く
こ
と
に
よ
る
銅
銭
溶
解
の
防
止
策
、
2
は
銅
銭
が
集
中
し
や
す

い

當
舗
に
資
本
銀
を
貸
与
し
て
そ
の
運
用
を
許
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
毎
月
銅
銭
二
十
四
串
を
、
こ
の
政
策
の
為
に
設
け
ら
れ
た
官
銭
局

(正
陽
門

外
の
布
巷
と
内
城
紫
金
城
北
東

の
鼓
槙
の
東

の
ニ
ケ
所
)
に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
3
は
当
時
二
十
七
ケ
所
あ

っ
た
八
旗
お

よ
び
内
務
府
米
局
に
集
ま
る
銅
銭
を
三
日
に

一
度
市
場
に
発
売
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
、
4
は
2
の
策
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
の
暫
定
案
と

し
て
、
六
～
七
百
座
あ
る
と
さ
れ
た
當
舗
の
現
在
保
有
す
る
積
銭
の
官
銭
局

へ
の
提
出

(大
當
三
百
串
、
小
當

一
百
串
)
を
義
務
づ
け
た
も
の
、

5
は
現
在

分
散
し
て
い
る
十
二
名
の
銭
市
経
紀
を

一
ケ
所

(正
陽
門
外
)
に
集
め
、
官
定
の
銭
価
の
銭
市
場
に
お
け
る
徹
底
を
は
か
る
も
の
、
6

は
京
師
に
至
る
客
糧
店
に
対
す
る
銅
銭
使
用
の
禁
止
、
7
は
商
船
や
漕
運
船
に
対
す
る
京
師
か
ら
の
銅
銭
持
出
の
禁
止
、

8
は
直
隷
省
所
属
の
各

荘
村
鎮
集

に
対
す
る
銅
銭
退
蔵
の
禁
止
で
あ
り
、
5
を
除
け
ば
銅
銭
の
流
通
量
の
不
足
、
あ
る
い
は
銅
鏡
そ
の
も

の
の
不
足
を
銭
貴
の
根
本
原
因

と
し
て
認

識
し
て
行
お
う
と
し
た
対
策
で
あ
る
。

こ
れ
ら
八
条
の
政
策
が
施
行
さ
れ
た
三
ケ
月
後
、
翌
乾
隆
十
年
正
月
に
は
、

近
年

以
来
京
師
銭
価
増
長
、
民
用
不
便
。
朕
深
為
蹟
念
、
多
方
簿
画
、
諭
廷
臣
悉
心
計
議
、
務
得
善
策
以
平
価
値
。
上
冬
伊
等
議
得
数
條
、

　
バ

セ

試
行
於
京
師
。
数
月
以
来
銭
価
漸
減
、
似
有
微
致
、
民
間
構
便
。

と
い
う
上
諭
が
出
さ
れ
、
八
条
政
策
に
よ
る
と
さ
れ
る
銭
価
平
減
と
政
策
の
有
効
性
を
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
ニ
ケ
月
後

の
乾
隆
十
年
三

月
に
出
さ
れ
た
兵
部
侍
郎
歩
軍
統
領
箭
赫
徳
、
お
よ
び
順
天
府
サ
蒋
柄
の
奏
に
は
、

京
師
銭
文
、
自
各
門
厳
査
後
、
価
値
漸
平
。
而
近
京
州
県
鏡
価
頓
長
、
総
因
各
省
糧
艘
將
次
抵
通
、
閾
広
洋
船
將
次
抵
津
、
及

一
切
停
泊
船

　
ふ

し

隻
乗
時
南
下
、
好
民
圃
積
販
売
之
所
致
。

と
あ
り
、
京
師
に
お
け
る
銭
価
は
落
ち
着
き
を
み
せ
て
い
る
が
、
近
京

の
州
県
で
は
逆
に
銭
価
が
硬
化
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
そ
の
原
因
と
し

て
、
通
州

に
至
る
各
省
の
漕
船
、
天
津
に
至
る
福
建

・
広
東
の
海
船
が
南
下
す
る
際

の
銅
銭
の
販
運
行
為
を
挙
げ
、
関
係
各
官

(倉
場
侍
郎
、
直

隷
総
督
、
天
津
関
監
督
、
漕
運
総
督
、
天
津
道
員
及
び
知
府
)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
に
お
い
て
販
運
行
為
を
取
り
締
ま
ら

せ
る
こ
と
を
請
う
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
対
策
は
先
掲
八
条
の
7
に
盛
ら
れ
て
い
た
が
、
具
体
策
を
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
ー
、
3
、
2
、
4
、
5
の
対
策
と
異

な
り
、
6
、
8
と
同
様
た
だ
禁
止
を
言
う
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
箭
赫
徳
等

は
京
師
で
の
銭
価
の
定

安
が
京
師
外
州
県
の
銭
価
上
昇
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
京
師
に
お
け
る
政
策

に
と
も
な
い
京
師
に
銅

鏡
が
集
中
し
た
こ
と
に
よ
る
銭
価
の
上
昇
で
は
な

い
と
認
識
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
既
時
期

・
既
地
域
に
あ

っ
て
の
銅
鐘
流
通
は
そ
れ
ほ
ど
底
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の
淺

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

右
で
見
た
霧

徳
寺

の
上
奏
に
は
、

一
応
京
師
に
お
け
る
銭
価

の
安
定
は
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
礼
翌
四
月
に
は
京
師
に
お
け
る
銭
価

の
上

昇
を
言
う
上
諭
が
出
さ
れ
、
五
月
支
給
予
定
の
兵
餉
搭
放
銭
の
比
率
を
高
め
る
こ
と
が
諮
問
さ
れ
て
い
る
。
結
局
前
年
+
月

の
政
策
は
、
す
で
に

こ
の
時
点
で
そ
の
有
効
性
を
失

い
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

最
初
に
述

べ
た
八
条

の
対
策
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
り
、
三
月
に
御
史
李
慎
修
が
、
「
北
方
の
民
俗
は
銭
を
用
い
る
こ

と
を
便
と
し

て
い
る
。
現
在
廷
臣
た
ち
が
議
論
し
て
定
め
た
條
款
は
事
を
行
う
に
性
急
で
煩
雑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策

は
悉
く
や
め
民
の
自
便

に
ま
か
せ
る

べ
き
で
あ
る
・
」
と

い
う
内
容

の
上
奏
を
し
て
い
疑
。
乾
隆
帝
は
旨
に
お
い
て
、
こ
の
奏
を
諸
大
臣
の
銭
法
弁
理
に
対
す
る
努
力
尽

力

へ
の
誹
誘

中
傷
で
あ
る
、
と
し
な
が
ら
も
、
「不
無
所
見
」
と
し
て
廷
臣
に
検
討
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
乾
隆
帝

は
、

交
易
之
事
、
原
鷹
聴
民
之
便
、
非
可
以
法
禁
之
縄
之
者
、
此
朕
平
心
静
氣
之
論
。

と
述
べ
・
そ

の
自
ら
の
経
済

(政
策
)
観
を
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
実
は
乾
隆
帝
は
、
先
に
見
た
縣

徳
等

の
近
京
地
方

の
銭
価
上
昇
を

言
う
上
奏
に
与
え
た
旨

の
中
で
、
京
師
に
お
け
る
八
条
対
策
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
銭
法
政
篁

般
に

つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
ま

ず
乾
隆
帝
は
、

銭
文

一
事
、
有
構
廣
為
開
採
者
、
有
稻
厳
禁
盗
錆
者
、
有
稻
禁
用
銅
器
者
、
更
有
構
多
則
用
銀
少
則
用
銭
者
、
其
論

不

一
。
即
京
師
現
在
議

定
章
程

、
稽
査
辮
理
、
亦
不
過
補
偏
救
弊
之

一
端
、
終
非
正
本
清
源
之
至
計
。

と
述
べ
・
銭

法
政
策

一
般
・
あ
る

い
は
現
に
京
師
で
行
わ
れ
て
い
る
政
策
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
根
本
を
是
正
す
る
策
で
は
な

い
、
と
い
う
認
識
を

述
べ
る
。
次
に
そ
の
銅
銭
観
に
つ
い
て
は
、

朕
思

五
金
皆
以
利
民
。
鼓
鋳
銭
文
、
原
以
代
白
金
而
廣
運
用
、
即
如
購
買
什
物
器
用
、
其
価
値
之
多
寡
、
原
以
銀
為

定
准
、
初
不
在
銭
価
之

低
昂
。
今
不
探
其
本
、
惟
以
銭
為
適
用
、
其
鷹
用
銀
者
、
皆
以
銭
代
。

と
い
う
・

こ
れ
は
す
な
わ
ち
清
初
定
め
た
銀

一
甲

銅
彗

千
文
と

い
う
官
定
の
銭
価

の
こ
と
を
言

っ
て
お
り
、
銅
銭
の

.補
助
貨
弊
L
観
と

い

っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
順
治
期
の
制
銭
に

「
一
楚
」
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た

い
。
そ
し
て
、
銀
を
用
い
る
べ
き
と

こ
ろ
ま
で
銅
銭
を
用
い
る
傾
向
に
つ
い
て
本
末
転
倒
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
商
民
だ
け
で
は
な
く
官
僚
の
中
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
直
隷
省

に
お
け
る
水
利
工
事

や
城

の
修
工
、
あ
る
い
は
山
東
省

へ
の
布
疋
の
採
買
を
例
に
挙
げ
て
言
う
。
そ
し
て
、
「向
来
江
浙

地
方
、
有
分
麓
皆
用
銀

者
、
何
嘗
見
其
不
便
」
と

い
う
江
南
で
の
事
例
を
引
き
あ

い
に
出
し
て
、

一39
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嗣
後
官
獲
銀
両
之
庭
、
除
工
部
鷹
獲
銭
文
者
、
伍
用
鏡
文
外
、
其
他
支
領
銀
両
、
倶
即
以
銀
給
獲
、
不
得
復
易
銭
文
、
至
民
間
日
用
、
亦
當

以
銀
為
重
。
其
如
何
酌
定
條
款
、
剴
切
曉
諭
、
使
商
民
共
知
之
庭
。

と
述
べ
、
銀

の
支
領

・
使
用
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
。
こ
れ
ら
の
乾
隆
帝
の
認
識
に
は
様
々
な
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に

つ
い
て
は
後
に
ま
と
め
て
検
討
し
よ
う
。

そ
れ

で
は
乾
隆
帝
は
こ
れ
を
全
国
普
遍
的
な
問
題
と
と
ら
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
右
に
見
た
旨

の
中
で
は
直
隷

省
の
諸
工
事
、
山
東
省

へ

の
布
疋

の
採
買
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
は
先
に
見
た
、
京
師
に
お
け
る
銭
法
八
条
を

「似
有
微
効
」
と
し
た
十
年

一
月
の
上
諭
に
は
、

地
方
銭
局
を
有
す
る
外
省
督
撫
に
対
し
て
、
京
師
で
施
行
し
た
よ
う
な
銭
貴
対
策
を
各
省
で
も
行
う

べ
き
か
に

つ
い
て
沓
問
す
べ
き
こ
と
が
命
じ

ら
れ
て

い
る
。
特
に
ー
の
銅
舗
の
帰
併
と
、
3
の
官
米
を
羅
売
し
た
時

の
銅
銭
を
市
場
に
売
り
出
す
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
施
行
す
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
施
行
に
容
易
な
策
で
は
な

い
か
、
と

い
う
。
さ
て
こ
の
上
諭
を
載
せ
る

『実
録
』
に
は
、
以
下
上
諭
に
続
け
て
、
江
蘇
巡
撫
陳
大

受
、
断
江
巡
撫
常
安
、
福
建
巡
撫
周
学
健
、
湖
北
巡
撫
曇
斯
盛
、
湖
南
巡
撫
蒋
博
、
川
陳
総
督
慶
復
、
四
川
巡
撫
紀
山
、
署
広
東
巡
撫
広
州
將
軍

　
　
ソ

　
む
ソ

策
樗
の
上
奏
を
載
せ
て
い
る
。
遅
れ
て
同
年
六
月
に
、
両
江
総
督
尹
継
善

(江
西
省
に
関
す
る
も
の
)、
七
月
に
は
貴
州
総
督
張
広
洒
、
十
月
に

　
ね

ね

は
署
広
西
巡
撫
託
庸
の
上
奏
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り

『実
録
』
所
収

の
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
は
削
除
さ
れ
、
要
約
さ
れ
て
い
る

第

一
表

こ
と
は

い
た
し
か
た
な

い
。
あ
る

い
は

江漸福湖湖

蘇江建北南

陳

・
甘

四広江貴広

川東西州西

ヨ用
辻
川
同

甫
…

グ

{

釜

公
貢

琳難

彷

叫彷彷琳肚母母

庸照庸照照庸庸庸庸庸庸

平
糶

銭

母

庸
更

議

行行行行行行

方

召
い

ー■1

日
レ

母

庸

議

母

庸

無

弊

銭
市
管
理

田
庸
彷
照

難

坊

照

銭
市
未
設

母

庸

議

難

彷

照

母母母母母母

庸庸庸庸庸庸

雑

糧

銭

再
筋
地
方
官

稽

査

稽

査

母

庸

議

稽母母母稽母

査庸庸庸査庸

母
庸
査
禁

禁

興

販

母

庸

*

稽

査

稽

査

母

庸

議

稽

査

母

庸

議

稽

査

稽

査

母
庸
査
禁

稽

査

稽

査

禁

圃

積

母
庸
査
禁

稽

査

稽

査

母

庸

議

稽

査

不
能
彷
照

稽

査

稽

査

母
庸
査
禁

母

庸

稽

査

備

考

*
海
船
に

つ
い
て
は
厳
査

三
種
銅
銭
の
流
通

(
典
拠

)
註
個
、
⑯
、
働
、
㈱

の

「高
宗
実
録
』

後
に
見
る
乾

隆
帝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
上
奏

に
対
す
る
旨

に
符
合
さ
せ
ん
が
為
で
あ

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
各
省
督
撫

の
上
奏
の
内

容
の
要
約
記
述
の
重
点
は

京
師
に
お
け
る
対
策

(各
省
に
伝
達
さ

れ
る
間
に
、

2
と
4
の
當
舗
に
関
す
る

條
款
が
略
さ
れ
、
六
条
対
策
と
な

っ
て

い
る
。
)
を
該

省
に
お

い
て
採
用
す
る

か
否
か
、
と

い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。

第

一
表
は
そ
れ
に
従

っ
て
ま
と
め
た
も
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の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ

ら
の
上
奏
を
見
る
と
、
総
じ
て
各
省

の
文
言
は
、
京
師
に
お
け
る
対
策
を
自
省
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
適
用
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い

こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
例
外
は
平
糶

時
に
得
た
銅
銭
を
官
価
平
売
す
る
と
い
う
対
策
で
、
こ
れ
は
各
省
と
も
そ
の
必
要
性
を
言
う
が
、
銅
舗
の

帰
併
、
銭
市

経
紀
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
採
用
す

べ
き
だ
と
す
る
省
は

一
つ
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
各
省
の
状
況

に
よ
っ
て
不
採
用
の
理
由
づ
け
は
異
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
江
蘇
で
は
銭
市
経
紀
の
管
理
に
つ
い
て
、
「査
見
銭
難
有
経

紀
名
色
、
出
入
悉
照
時

価
、
不
能
意
為
高
下
、
母
庸
彷
照
。」
と
述
べ
、
あ
る
程
度

の
銅
銭
市
場
の
自
立
性
を
前
提
に
政
策

の
介
入
の
必
要
性
を

認
め
ず
、

一
方
陳
西
で

は
同
じ
問
題

に
つ
い
て
、
「
銭
舗
皆
係
小
本
経
営
、
就
地
貿
易
、
声
息
相
通
、
不
能
拾
価
。
設
立
経
紀
、
反
開
壟
断

。」
と

述
べ
、
経
紀
の
設
置
自

体
が
従
来

の
取
引
慣
行
を
混
乱
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
彼
ら
各
省
督
撫

の
報
告
が
各
省

の
実
態
を
本
当
に
示
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
に

つ
い
て
は
問
う
ま

い
。
重
要
な
の
は
こ
れ
ら
の
言
動
が
各
省
統
治
上
正
論
と
し
て
通
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
が
、

各
省
督
撫

の
上
奏
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
実
際
に
は
乾
隆
帝
の
殊
批
で
あ

っ
た
ろ
う
旨
が
附
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
れ
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

な
お

(

)
内
は
ど
の
省

の
奏
に
対
し
て
の
旨
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

所
見
頗
是
。
即
京
師
所
辮
、
現
即
有
拝
格
難
行
虞
也
。
(
江
蘇
)

惟
在
因
時
制
宜
行
之
而
己
。
法
制
禁
令
、
山豆
能
蓋
天
下
之
情
哉
。
(福
建
)

総
在
汝
等
妥
酌
行
之
。
語
云
救
荒
無
善
政
。
股
於
銭
法
亦
云
如
此
。
(湖
北
)

有
治
人
無
治
法
。
即
京
師
現
行
之
法
、
亦
不
過
補
偏
救
弊
、
非
経
久
可
行
之
事
也
。
(湖
南
)

有
治

人
無
治
法
。
即
京
城
之
法
、
股
亦
不
謂
之
十
分
合
宜
、
傍
不
過
補
偏
救
弊
而
己
。
(陳
西
)

今
制

銭
之
所
以
日
貴
者
、
以
行
使
之
庭
甚
其
広
也
。
興
東
既
有
各
色
銭
文
行
使
。
股
意
不
若
聴
從
民
便
可
耳
。
若
必
定
以
法
令
、
使
之
蓋
使

制
銭

、
反
有
拝
格
難
行
之
庭
。
即
京
師
簿
画
銭
法
、
亦
可
謂
不
遺
鯨
力
、
而
総
無
善
策
。
況
外
省
乎
。
(広
東
)

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
と
銅
銭
問
題
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
因
地
制
宜
、
因
時
制
宜
の
よ
う
な
言
葉
に
は
単
に
決

ま
り
文
句
で
あ
る
と
か
、

中
央

の
指
針
を
示
す
と
か
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
地
域
差
と
各
省
に
お
け
る
政
策

の
相
違
を
明
ら
か
に
是
認
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。

近
代
の
常
識
で
通
貨
と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
、
画

一
的
な
規
格
な
り
流
通
シ
ス
テ
ム
な
り
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
が
通
貨
当
局
と
い
う
も

コ

コ

　
ゆ

　

コ

ロ

の
で
あ
ろ
う
・
清
朝
は

「
制
銭
」
の
画

一
規
格
供
給
に
は

一
応
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
、

一
方
で
小
銭
等

の
流
通
は
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
必

要
悪
と
し
て
い
る
。

一41
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さ
て
こ
こ
ま
で
京
師
八
条
午
策
と
そ
れ
に
関
わ
る
諸
問
題
を
見
な
が
ら
、
乾
隆
帝
や
諸
官
僚
の
文
言
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
は

先
に
も
若

干
触
れ
た
よ
う
に
興
味
深

い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
つ
は
銅
銭

の
使
用
制
限
の
問
題
で
あ
る
。
乾
隆
帝
は
銭
貴
に
対
応
せ
ん
と
す
る
諸
政
策
が
、
「補
偏
救
弊
之

一
端
」

に
過
ぎ
ず
、
「正
本
清
源

之
至
計
」

で
は
な
い
と
は
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
見
解
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も

「補
助
貨
幣
」
と
し
て
の
本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
、
不
必
要
な
と

こ
ろ
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
彼
が
認
識
し
た
銅
銭
使
用
の
広
範
囲
さ
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
自
ら
の
見
解
に
よ

っ
て
銅
銭
使
用
の
制
限
策

　
　

　

を
議
論
さ

せ
て
お
り

一
応
制
度
化
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
見
解
を
全
国
普
遍
的
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
な

い
こ
と
は
、
各
省
督
撫

へ
の
旨
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
京
師
周
辺

・
直
隷
省
ぐ
ら
い
ま
で
を
そ
の
対
象
と
し
て
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ

の
範
囲
内

に
お
い
て
さ
え
、
次
節
に
見
る
銅
銭
退
蔵
問
題
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
と
て
も
蓮
守
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
問
題
が

一
片

の

法
令
で
片
づ
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
後
に
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
の

　

も
う

一
つ
は
京
局
鋳
造
銅
銭
の
流
通
さ
せ
る
べ
き
範
囲
に
つ
い
て
の
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
「京
局
所
鋳
之
銭
、
山豆
能
供
外
省
各
庭
之
用
」
と

い
う
文
言
も
見
ら
れ
る
が
、
実
質
的
な
問
題
と
し
て
は
と
も
か
く
、
理
念
的
に
は
宝
泉

・
宝
源
二
局
は
文
字
ど
お
り
全
国

の
銅
銭
の
供
給
源
で
あ

　
ふ

ね

る
は
ず
で
あ

っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
漕
船
や
海
船
や
客
糧
店
の
銅
銭
販
運
行
為
の
禁
止
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
る
。
米
穀
の
遏
糴

に
対
し
て
は

厳
し
く
臨

ん
だ
清
朝
中
央
も
、
そ
の

「
遏
銭
」
に
は
ま

っ
た
く
疑
問
を
呈
し
て
い
な

い
。
こ
う
い
っ
た
原
則
は
各
省
で
も
同
様
で
、
自
省
か
ら
の

銅
銭
の
販
運
行
為
を
禁
止
す
る
政
策
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う

い
っ
た
原
則
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
事
態
が
京
師

・
直
隷
に
か
か
わ
る

為
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
重
要
な
背
景
と
し
て
、
前
節
で
触
れ
た
雲
南
銅
弁
銅

の
シ
ス
テ
ム
化
と
そ
の
結
果
に
よ
る
各
省

の
自
律
的
弁
銅

の
制
度
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二

つ
の
問
題
は
、
実
は
直
隷
省
地
域
経
済
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
と
な
る
。
結
論
を
急
ぐ
前

に
も
う

一
つ
の
材
料
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
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三

乾
隆
十
七
～
八
年
の
直
隷
省
に
お
け
る
銅
銭
退
蔵
問
題

乾
隆
十

七
年
七
月
十
二
日
、
山
東
布
政
使
李
謂
は

「
北
省
」
に
お
け
る
銭
貴
の
原
因
が
、
「富
戸
」
に
よ
る
銅
銭

の
多
蔵
や
死
蔵
に
あ
る
と
し

て
、
銅
銭

の
貯
蔵
額
に
五
十
串
と
い
う
制
限
を
設
け
、
現
時
点
で
そ
れ
を
越
え
る
保
有
銭
は
官
に
発
出
さ
せ
、
時
価
に
よ
る
銀
と
の
交
換
を
行
わ

せ
れ
ば
よ

い
、
と
す
る
上
奏
を
提
出
し
た
。
郷
農
富
戸
の
銅
銭
退
蔵
の
弊
害
に
つ
い
て
は
前
章
に
お

い
て
見
た
乾
隆
九
～
十
年
の
事
例
も
含
め
て



幾
度
か
問
題
と
な

っ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
も
京
師
周
辺

の
事
態
が
対
象
と
さ
れ
た
。
李
謂
は
、
「其
實
各
省
倶
有
此
弊
」
と

し
て
、
全
省
的
問
題

　
あ

　

と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
議
し
て
い
る
。

こ
の
李
謂

の
上
奏
を
う
け
、
五
日
後
の
七
月
十
七
日
に
上
諭
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
李
謂
の
案
件
を
厳
密
に
行
え
ば
混
乱
を
生
ず
る
の

で
、
「
暁
論
」
を
行
う
と
い
う
形
で
退
蔵
銅
銭
を
自
発
的
に
市
場
に
出
さ
せ
、
従
わ
な
い
場
合
に
お

い
て
官
が
手
段
を
講
ず

べ
き
こ
と
、
ま
た
こ

　
り

　

　
　

へ

の
上
諭
は
各

省
督
撫
に
通
知
す
べ
き
こ
と
を
言

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
つ
い
で
上
諭
を
う
け
る
形
で
各
省
か
ら

「
型
ど
お
り
」

の
上
奏
が
な
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
そ
こ
だ
け
の
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
し
か
し
直
隷
省
に
お
い
て
は
独
自
の
政
策
展
開
を
見
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
上
諭

ら
　

　

か
ら
二
ヶ
月
足
ら
ず
経
た
九
月
五
日
、
箭
赫
徳

・
胡
宝
泉
の
上
奏
が
提
出
さ
れ
、
そ
こ
で
は
順
天
府
に
お
け
る
銅
銭
退
蔵

の
弊
害
の
存
在
を
前
提

に
、
上
諭
に
従

っ
て

「勧
諭
」
に
よ

っ
て
銅
銭
の
保
有
制
限
を
行

い
官
に
制
限
外
分
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
市
場
に
出
し
、
そ
の
結
果
京
師
に
お

い
て
は
前
月
と
比
較
し
て
十
数
文
安
い
と

い
う
紋
銀

一
両
11
大
制
銭
七
百
七
十
五
文
と
な
り
、
ま
た
外
州
県
に
お

い
て
も
銭
価
が
若
干
下
が
り
、

政
策
の
効
果

が
あ

っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
そ
の
二
日
後
の
九
月
七
日
、
こ
の
箭
赫
徳
等

の
上
奏
を
ふ
ま
え
て
直
隷
総
督
方
観
承
を
対
象
に
上
諭

が
出
さ
れ
馳

・
そ
の
内
容
は
紆
赫
徳
等
の
順
天
府
に
お
け
る
対
策
は
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
が
、
銅
銭
退
蔵

の
弊
害
が
同
様
に
存
在
す
る
と

見
ら
れ
る
他

の
直
隷
省
属

の
州
県
に
お
い
て
は
、
方
観
承
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
行

っ
て
い
る
か
報
告
を
行
わ
せ
よ
、
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
上
諭

は
九
月
七
日
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
方
観
承
は
こ
の
上
諭
と
は
行
き
違
い
に
、
九
月
六
日
に
、
七
月
十
七
日
の
上
諭
を
う
け
る
形
で

　
　

　

直
隷
省
に
お
け
る
銅
銭
退
蔵
の
対
策
に
つ
い
て
報
告
を
行

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
方
観
承
は
、

臣
伏
査
、
直
属
富
戸
積
銭
之
弊
所
在
多
有
、
而
郷
村
富
民
為
尤
甚
、
縁
銀
色
平
法
郷
愚
牢
能
辮
識
、

一
切
行
使
倶
以
銭
文
爲
便
、
而
銭
質
之

重
百
倍
於
銀
、
蔵
貯
在
家
可
免
盗
蠣
之
虞
。
是
以
凡
有
田
房
交
易
糧
食
買
売
価
至
数
十
百
両
、

一
概
用
銭
。
積
累
既
多
、
或
潜
蔵
地
讐
之
中
、

或
散
置
米
穀
之
内
、
盈
千
累
萬
有
入
無
出
、
以
致
国
宝
漸
多
塞
滞
、
市
価
日
見
増
昂
。

と
、
直
隷
省
に
お
け
る
銅
銭
使
用
の
状
況
を
述
べ
、
銅
銭
蔵
に
よ
る
弊
害
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
右
文
以
下
に
続
け
て
述

べ
る
。
方

観
承
は
や
は
り
上
諭
を
ふ
ま
え
、
制
限
以
上
の
銅
銭
の
保
有
を
禁
止
し
て
そ
の
額
を

一
〇
〇
串
と
し
、
自
ら
官
あ
る
い
は
市
鎮
に
赴
い

て
銀
と
交

換
さ
せ
る
こ
と
を
言
う
。

一
方
で
そ
れ
に
加
え
て
よ
り
根
本
的
対
策
と
し
て
彼
が
認
識
し
た
、
銀
三
十
両
以
内

と
い
う
取
引
に
お
け
る

へ
　

　

銅
銭
使
用

の
制
限
策
を
う
ち
出
し
て
い
る
。

　
お

　

乾
隆
帝
と
方
観
承
の
の
文
書
往
復
を
も
う
少
し
追

っ
て
み
よ
う
。
右
の
方
観
承
の
上
奏
を
う
け
て
九
月
十
二
日
、
再
び
上
諭
が
出
さ
れ
る
。
九

月
六
日
の
方
観
承
の
上
奏
は
ま
だ
対
策
の
み
を
言

っ
た
も
の
で
あ
り
、
七
月
十
七
日
の
最
初
の
上
諭
か
ら
二

ヶ
月
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
京

師
や
順
天
府
の
状
況
を
釘
赫
徳
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
は
直
隷
省
の
銭
価
等

の
具
体
的
状
況
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
速
や

か
に
方
観

承
に
命
じ
て
九
月
六
日
の
奏
摺
内
で
方
観
承
が
述
べ
た
対
策

の
成
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
よ
、
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
上
諭
が
発
せ
ら
れ
た
同
じ
十
二
日
に
、
方
観
承
は
九
月
七
日
の
上
諭
を
う
け
る
形
で
直
隷
省
の
状
況
に
関
す
る
上
奏
を
行

っ
て
お
樋
、
再
び
行

き
違
い
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
乾
隆
帝
の
関
心

の
深
さ
を
示
す
も
の
か
。
こ
れ
が
も
し
雍
正
帝
で
あ
れ
ば
九
月
六
日
の
奏
摺
に
殊
批
を

加
え
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
別
有
旨
諭
」
と
し
て
軍
機
大
臣
を
通
し
て
い
わ
ゆ
る
寄
信
上
諭
を
発
す
る
と
い
う
形
式
は
乾
隆
帝
が
確
立
し
た
行

　
あ

　

政
手
法
の

一
表
現
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
九
月
十
二
日
の
方
観
承

の
奏
摺
で
あ
る
が
、
各
属
の
稟
報
を
参
照
し
な
が
ら
全
般
的
な
銭
価
の
低
落
を
言

い
、
こ
れ
を
政
策
の
成
果
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
暁
諭
に
よ
る
退
蔵
銭
の
出
易
策
に
限
定
さ
れ
、
使
用
制
限
策

の
成
果
に
つ
い
て
の
言

及
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
順
天
府
の
覇
州
と
大
城
県
の
稟
報
に
よ
り
、
銅
銭
退
蔵
の
主
体
を

「荘
頭

・
貢
生
」
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た

　あ
　

い
。

後

の
方

観

承

の
奏

摺

に

は

、

「
生

・
監

・
商

・
民

人
」

と

あ

り

、

恐

ら

く

特

に
直

隷

省

に

お

い

て

「
富

戸
」

と

い
う

の

は

具

体

的

に

は

こ

れ

(
36

〕

第二表

出易数(串)出 易 地出易数(串)出 易 地

800

1,500

1,300

1,510

16,550

2,140

1,200

5,130

2,680

833

1,875

3,650

1,840

520

1,930

1,200

366

天津府

交 河

景 州

呉 橋

寧 津

天津府

槍 州

青 県

静 海

塩 山

南 皮

慶 雲

永平府

盧 龍

1樂 州

遷 安

撫 寧

昌 黎

樂 亭

臨 楡

10,790

562

245

380

325

1,980

370

1,300

3,080

690

1,430

1,650

1,660

850

2,120

240

1,806

順天府

通 州
泳 州

良 郷

宝 砥

香 河

寧 河

武 清

東 安

保定府

祁 州

完 県

雄 県

清 苑

新 安

博 野

河間府

献 県

寧

任 邸

(典拠)註(35)、(39)の 「宮中檎乾隆朝奏摺」

ら
の
階
層
を
指
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
具
体
的
銭
価
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
体
八
〇
〇
文
以
上

で
あ
る
と
し
、
彼

の
駐

在
す
る
保
定
府
城

(清
苑
県
)
に
お
い
て
は
従
来
の
七
九
〇
文
に

三
〇
文
を
加
え
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
稟
報
を
ふ
ま
え
た
上
で
あ

ろ
う
が
、
「隣
近
水
次
」
地
方
に
お
け
る
客
船
の
銅
銭
持
出
し
を

禁
止
す
る
こ
と
を
は
じ
め
て
言

っ
て
い
る
。

方
観
承
は
九
月
十
六
日
に
九
月
十
二
日

の
諭
を
う
け
る
形
の
形

　レ
　

ハお
ソ

　お
　

式

的

な

上

奏

を

行

っ
た

後

、

、

十

月

五

日

、

十

一
月

九

日
、

十

二

　
ゆ
　

月
二
十
日
と
ほ
ぼ

一
ヵ
月
毎
に
直
隷
省
属
各
州
県
の
出
易
額
を
報

告
し
て
い
る
。
第
二
表
は
出
易
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
州
県
に
つ

い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
額
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
州
県
も

含
め
地
図
上
に
示
し
た
。
第
二
表
、
あ
る

い
は
地
図
か
ら
そ
の
傾

向
を

つ
か
む
と
す
れ
ば
、
ま
ず
通
州

・
濾

州
の
呈
交
数

の
多
さ
が

一44一



(地図)銅 銭出易報告地と直隷省河川系



特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
京
師
に
近
い
ほ
ど
報
告
州
県
数
が
増
え
る
、
と

い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
各
州
県
か
ら
布

政
使
を
通
じ
て
直
隷
総

督
に
報
告
さ
れ
る
と

い
う
手
続
を
と

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
額
面
通
り
に
は
受
け
と
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、

一
歩
ゆ
ず

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
州
県
に
と

っ
て
こ
の
く
ら
い
の
数
値
が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
値
、
と
考
え
て
も
よ

い
と
思
わ
れ

る
。
さ
て
、
通
州
の
呈
交
数
の
多
さ
は
、
大
運
河
終
点
で
諸
物
資
が
集
中
す
る
通
州
自
体
の
経
済
規
模
の
大
き
さ
も
そ
の
要
因
の

一
つ
と
し
て
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
従
来
に
お
い
て
常
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
漕
運
船
、
商
船
等
の
販
運
行
為
に
よ
る
銅
銭
需
要

の
大
き
さ
が
反
映
し
て

ハ
ね

　

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
に
方
観
承
は

「通
州
船
艘
通
行
、
乃
向
来
銭
貴
之
時
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
特

別
な
銅
銭
需
要
の
あ
り

方
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
槍
州
に

つ
い
て
言
え
ば
、
槍
州
付
近
が
長
盧
塩
の
産
地
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
塩
の
問
題
と
か
か
わ
り
が
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
の
ち
翌
十
八
年
に
長
盧
塩
政
天
律
総
兵
官
吉
慶
が
、
塩
商
が
交
塩
区
内
で
塩
を
小
売
し
て
得

た
銅
銭
は
、
随
時
売
塩

　れ
　

州
県
内
に
お

い
て
銀
に
易
換
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
請
う
上
奏
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
塩
商

の
當
舗
と
共
通
し
た
銅
銭

の
集
中
の
し
易
さ
が
背
景

に
あ
る
。

こ
の
上
奏
を
ふ
ま
え
た
上
諭
に
よ
っ
て
状
況
報
告
に
諮
問
さ
れ
た
長
盧
塩
区
以
外

の
塩
区
の
塩
法
最
高
責
任
者

た
ち
は
吉
慶
が
言
う
よ

う
な
弊
害
を
ほ
と
ん
ど
否
定
し
て
い
る
が
、
こ
と
長
盧
塩
区
お
よ
び
同
じ
く
長
盧
塩
政
の
管
轄
で
あ
る
山
東
塩
区
に
関
し

て
は
、
塩
商
に
集
中
し

た
銅
銭
が
高

コ
ス
ト
の
運
搬
費
に
か
か
わ
ら
ず
越
境
し
て
槍
州

や
天
律
に
販
運
さ
れ
る
状
況
が
現
実
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る

　
ゆ

　

と
直
隷
省

に
お
い
て
銅
銭
流
通
量
が
多
い
箇
所
は
、
ま
ず
北
京
お
よ
び
清
苑

(保
定
府
治
)
と
い
う
鋳
銭
局
が
存
在
す
る
所
と
、
通
州
、
天
律
の

よ
う
な
交
通
の
要
衝
、
あ
る
い
は
槍
州
附
近
の
よ
う
な
産
塩
地
方
が
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
る
。
産
塩
地
は
南
運
河
沿
い
の
交
通
の
発
達
し
て
い

る
地
域
で
も
あ
る
。
特
に
天
律
に
つ
い
て
は
、
元
来
か
ら
の
海
港

・
運
河
の
結
節
点
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
直
隷
省
の
現
在
で
い
う
海
河

水
系
の
河
川
、

つ
ま
り
永
定
河

・
南
北
運
河

・
大
清
河

・
子
牙
河
等
が
集
中
す
る
所
で
も
あ
り

(地
図
参
照
)、
こ
の
時
期
整
備
が
進
む
水
利
工

　
お

　

事
に
よ
り
省
内
水
運
の
結
節
点
と
な
り
、
以
後
独
自
の
市
場
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

こ
こ
ま
で
方
観
承
の
奏
摺
を
も
と
に
直
隷
省
の
政
策
展
開
と
状
況
を
見
て
き
た
が
、
比
較
の
為
に
他
省
の
状
況
も
概
観

し
て
み
よ
う
。
年
を
越

し
て
乾
隆
十
八
年
三
月
二
十
七
日
、
方
観
承
は

一
連

の
報
告
の
最
終
版
と
し
て

臣
欽
遵
筋
諭
各
州
県
照
前
勧
諭
疏
通
、
難
近
日
民
間
將
銭
文
交
官
易
換
者
漸
次
稀
少
、
而
所
蔵
菖
銭
多
已
自
行
出
笛
。
臣
留
心
体
察
、
現
在

行
使
銭
文
十
分
中
約
有
二
分
係
康
煕

・
雍
正
菖
銭
其
上
多
有
斑
緑
、
可
知
出
自
埋
蔵
。
目
下
各
庭
市
集
銭
価
毎
銀

一
両
換
銭
八
百
三
十
文
至

七
十
文
不
等
。
通
州
船
艘
通
行
乃
向
来
銭
貴
之
時
。
今
毎
銀

一
両
、
傍
換
銭
八
百
四
十
文
、
實
因
銭
価
大
勢
平
減
之
故
。

　　
　

と
述
べ
、

一
応
の
政
策
の
成
功
と
し
て
の
銭
価
の
落
ち
着
き
を

い
う
。
そ
し
て
こ
の
報
告
を
ふ
ま
え
る
形
で
、
方
観
承

の

一
連
の
奏
摺
を
各
省
督
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撫
に
紗
寄
し
て
閲
覧
さ
せ
、
銭
価
が
未
だ
落
ち
着

い
て
い
な

い
省
に
あ

っ
て
は
同
様
の
策
を
講
ず

べ
き
・」と
、
そ
の
地
方
の
制
鍍

.
状
況
に
照
し

て
そ
の
政
策
が
弊
害
を
ま
ね
く
よ
う
で
あ
れ
ば
必
ず
し
も
行
う
必
要
は
な

い
こ
と
を
命
じ
た
上
諭
が
三
月
二
十
九
日
に
出
さ
れ
る
。
こ
の
上
諭
に

よ
っ
て
十
五
省

の
督
撫
か
ら
続
々
と
上
奏
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
各
省
督
撫
は
、
自
省
に
お
け
る
貨
幣
使
用
状
況
を
述
べ
な
が
ら
、
直
隷
省
に

お
け
る
対
策
に
な
ら
う
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
概
し
て
彼
ら
は
、
自
省
に
お

い
て
は
直
隷
省
の
よ
う
な
多
額
取
引
に
際
し
て
の

銅
銭
使
用
は
無

い
、
と

い
う
こ
と
を
理
由
に
、
直
隷
省
と
同
じ
性
格
の

銅
銭
退
蔵
の
弊
害
を
否
定
す
る
。
し
か
し
山
東
省
と

河
南
省
は
例
外
で
、

例
え
ば
河
南
巡
撫
蒋
柄
は
そ
の
上
奏
で

臣
伏
査
、
豫
省
人
民
安
於
耕
竪
少
事
経
営
、
其
存
積
銭
文
錐
不
至
如
直
隷
等
省
之
多
、
而
螂
民
不
諸
銀
色
黙
頭
、
習
慣

用
銭
、
不
特
零
星
買

　
る

ソ

費
概
用
銭
文
、
即
置
売
田
産
価
値
数
百
金
者
亦
多
用
銭
、
毎
將
銭
文
存
積
不
即
出
易
流
通
。

と
述
べ
、
前

年
七
月
十
七
日
の
上
諭
に
従
う
形
で
退
蔵
銅
銭
の
発
出
易
換
の
勧
諭
、
さ
ら
に
銅
銭

の
多
額
使
用
の
制
限

(
こ
こ
で
は
十
両
)、
そ

の
他
開
封
の
朱

仙
鎮
、
陳
州
の
周
家
口
、
光
州
の
固
始
等
の
河
川
に
隣
接
し
客
商
が
通
過
す
る
州
県
に
お
け
る
販
運
行
為
の
取
締
等
、
ほ
ぼ
直
隷

省
と
同
様
の
対

策
を
講
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
域
に
よ

っ
て
は
銀

一
両
が
九
百
文
に
至
り
、
前
年
と
比
較
す
れ
ば
か
な
り

の
銭
価
の
安
値
を
示

し
、
政
策

の
効
果
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
山
東
巡
撫
楊
慮
堀
は
、
前
年
十
七
年
段
階
の
勧
諭
策
は

一
時
的
に
は
効
果
が
あ

り
、
銭
価
は
八
五
〇
～
六
〇
文
レ
ベ
ル
ま
で
平
減
し
た
が
、
例
年
通
常
に
見
ら
れ
る
税
糧
徴
収

の
際
の
変
動
に
止
ま
り
、
停
徴
の
後
に
再
び
銭
価

が
上
昇
し
た

こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に

「東
省
富
戸
積
銭
之
風
、
究
未
壷
息
」
と
し
、
銅
銭
の
使
用
制
限
額
に
つ
い
て
は

「煉
省
民
間
多
係
零
星
交

易
」
と
い
う

理
由
で
銀
二
十
両
以
内
と
し
て
い
る
の
を
除
け
ば
直
隷
省
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
そ
の
成
果
に
つ
い

て
は
翌
乾
隆
十

九
年
三
月

に
同
じ
く
縁

堀
の
上
奏
が
提
出
さ
麺
、
そ
こ
で
は
全
体
的
な
銭
価

の
落
ち
着
き
を

い
い
、
.
現
在
銭
価
、
実
+
数
年

来
僅
見
之
事
」

と
ま
で
言

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
各
省
の
奏
摺
を
、
方
観
承
の
も
の
も
含
め
て
現
実
に
行
っ
た
政
策
あ
る
い
は
成
果
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
や
や

危
険
を
伴
う

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
河
南
省

・
山
東
省
が
銅
銭
退
蔵
の
弊
害
を
、
直
隷
省
と
同
じ
要
因
に
あ
る
も
の
と
し
て
報
じ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
他
の
省

が
言
う

「直
隷
省
と
は
事
情
が
異
な
る
」
と

い
う
文
言
を
、
逆
に
現
実
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
浮
き
た
た
せ
る
。
そ
れ
で
は

直
隷
省
の
貨
幣
事
情
は
ど
う

い
う
意
味
を
持
ち
、
ま
た
直
隷
省
に
お

い
て
い
か
な
る
歴
史
的
役
割
を
有
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

乾
隆
期
に
限
ら
ず
・
直
隷
省
を
含
む
華
北
地
域
に
お
い
て
は
原
来
銅
銭
使
用
の
割
合
が
高

い
、
と
い
う
こ
と
は
明
代
か
ら
も
す
で
に
認
識
さ
れ

て
い
麺
・
こ

こ
に
見
た
乾
隆
期
の
状
況
も
そ
う

い
っ
た
歴
史
的
背
景
を
有
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
貨
幣

慣
行
を
持

つ
地
域
に



他
量

の
銅
銭
が
投
入
さ
れ
た
ら
ど
う

い
っ
た
現
象
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
。
清
朝
中
央
通
貨
当
局
と
し
て
は
小
額
取
引

の
民
便
の
為
に
鋳
造
し
た

銅
銭
が
、
現
実
に
は
大
量
の
商
取
引
等
に
用

い
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
銀
に
代
わ
る
富
の
蓄
積
手
段
と
し
て
該
社
会

に
認
知
さ
れ
て
い
る
。
元

来
そ
れ
ほ
ど
銀
が
集
ま
る
よ
う
な
生
産
力
や
市
場
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
背
景
が
な
い
所
に
有
効
需
要
を
生
み
出
す
よ
う
な

、
ま
た
資
本
た
り
え
る
貨

幣
流
通
量
が
増
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
直
隷
省
の
地
域
経
済
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景

に
は
そ

の
貨
幣
供
給
量
増
加
が
悪
性

の
物
価
上
昇
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
な
好
況
状
態
が
あ
り
、
貨
幣
投
入
が
発
展

に
効
果
的
影
響
を
与
え
る
経

へ
お

　

済
状
況

が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
み
あ
う
が
ご
と
く
、
直
隷
省
の
人
口
は
や
は
り
該
時
期
を
中
心
と
し
て
か
な
り
の
増
加
を
見
せ
る
。
ま

た
清
初
戦
乱
で

一
旦
衰
え
た
商
品
作
物
と
し
て
の
木
綿
栽
培
が
軌
道
に
乗
る
の
は
大
体
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

雍
正
期
ま
で
に
お

い
て
は
銅
供
給

の
不
安
定
性
に
よ
り
銅
銭
の
鋳
造
量
に
か
な
り
の
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
な
に
よ
り
も
既
存

の
銅
や
銅
銭
を
収

買
す
る
と

い
う
形
で
銅
銭
を
供
給
し
た
の
で
貴
金
属
と
し
て
の
銅

の
総
量
は
変
化
せ
ず
、
広
域
的
な
波
及
効
果
は
少
な

い
。
し
か
し
乾
隆
初
期
に

確
立
し
た
雲
南
銅
輸
送
と
供
給
の
シ
ス
テ
ム
が
直
隷
省
全
体

へ
の
銅
銭
供
給
を
保
証
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

同
様
な
こ
と
は
お
そ
ら
く
山
東
省
、
河
南
省
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
該
時
期
に
は
山
東
省
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で

の
客
商
に
よ
る
市
場
支
配
か

　
ほ

サ

ら
脱
し
、
地
方
商
人
が
台
頭
を
は
じ
め
、
棉
布
生
産
等

の
自
立
的
発
展
が
見
ら
れ
、
従
来
の
交
通
路
と
し
て
の
み
の
役
割
の
位
置
を
発
展
的
に
脱

却
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
山
東
省
に
は
当
時
鋳
銭
局
は
無
か

っ
た
が
、
そ
の
銅
銭
使
用
慣
行
の
も
と
、
北
京

・
直
隷
か
ら
禁
令
を
よ
そ
に
多
量

の

銅
銭
が
大
運
河
沿
い
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
た
地
域
は
ど

の
範
囲
ま
で
考
え
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、
乾
隆
十
八
年
の
各
省
督
撫
の
状
況

報
告
の
中
で
安
徽
巡
撫
が

「今
安
省
府
州
、
難
在
江
北
者
多
、
民
間
生
計
、
與
江
南
不
甚
相
遠
。
惟
鳳

・
穎
両
府
梢

類
北
方
、
然
素
構
漱
薄
之

　　

　

ま

　

区
。
」
と
報
じ
、
ま
た
江
蘇
巡
撫
は

「准

・
徐

・
海
三
府
州
市
集
之
上
、
難
多
用
銭
、
然
亦
少
有
至
数
十
千
以
上
者
。
」
と
報
じ
て
い
る
よ
う
に
、

安
徽
省

で
は
鳳
陽
府
、
穎
州
、
江
蘇
省
で
は
准
安
府

・
徐
州
、
海
州
と
、
直
隷
省
山
東
省
を
や
や
は
み
出
し
た
地
域
で
直
隷
等
に
類
似
す
る
状
況

　
め

　

が
見
ら
れ
る
と

い
う
。
実
は
こ
れ
ら
の
地
域
全
体
を
あ
わ
せ
る
と
水
系
で
統

一
さ
れ
た
地
文
的
機
能
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
交
通

ア
ク
セ
ス

便
益
の
問
題
を
考
え
た
場
合
今
後
の
考
察
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
か
よ
う
に
広
域
的
な
地
域
を
考
え
る
に
し
て
も
、
直
隷
省
の
よ
う

に
地
域
経
済
を
展
開
せ
し
め
る
ほ
ど
の
銅
銭
流
通
の
影
響
力
が
も
た
ら
さ
れ
る
地
域
は
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

最
後

に
直
隷
省

の
行
政
的
位
置
に

つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
二

つ
の
政
策
事
例
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
京
師

・
直
隷
省
で
政
策
を
行

っ
て
み

て
、
そ

の
結
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
各
省

へ
の
諮
問
と

い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
は
、
直
隷
省
は
行

一48一



政
的
地
域
区
分
が
か
な
り
の
意
味
を
も
つ
地
域
で
あ
り
、
単
に

「畿
輔
」
の
地
で
あ
る
が
ゆ
え

の
重
要
性
と

い
う
理
念
的

な
も
の
に
止
ま
ら
な
い

と
こ
ろ
で
、
そ
の
行
政
全
体
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
か
な
り
の
特
色
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

直
隷
省
に
お
い
て
い
く
ら
銅
銭
が
多
量
使
用
さ
れ
る
状
況
に
あ

っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
銀
の
流
通
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ

　
レ

　

と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
銅
銭
は
か
な
り
狭

い
レ
ベ
ル
で
異
な
る
慣
行
を
見
せ
る
よ
う
に
、
独
自
の
貨
幣
体
系
を
形
成
し
な
が
ら
も
、

貨
幣
論
的
に
言
え
ば
そ
れ
自
体
銀
の
貨
幣
体
系
の
中
に
含
ま
れ
る
二
面
性
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
な
に
よ
り
も

「銭
価
」
と
い
う
表
現
は
銀

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
少
な
く
と
も
本
稿
が
対
象
と
し
た
時
期
に
は
銭
価
は

一
面
で
貨
幣
と
し
て
銀
と

の
相
対
価
格

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
よ

り
も

「
米
穀
」
「銅
」
「布
吊
」
な
ど
と
同
様

「銅
銭
」
と

い
う

蒔

・駅

レ
で
価
格
体
系
の

一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て

乾
隆
の
銭
貴
と
は
塞
滞
な
き
銀
流
通

・
銀
増
加

の
も
と
で
の
当
時
の
ゆ
る
や
か
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
生
じ
た
、
銀
の
価
格
体
系
の
中
に

お
け
る

「銅
銭
の
値
段
」
の
上
昇
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
歴
史
的
条
件
の
中
で
形
成
さ
れ
た
、
地
域
に
よ

っ
て
異
な
る
貨
幣
使
用
慣
行

の

中
で
地
域

的
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
銀
の
流
通
が
様
々
な
要
因
で
滞

っ
て
く
る
と
、
「銭
価
」
は
低
落
す
る
が
、
銅
銭
の
独
自
の

「貨

幣
」
と
し

て
の

一
面
が
乾
隆

の
多
量
鋳
造
、
多
量
流
通
と
い
う
初
期
条
件
下
で
暴
走
を
始
め
る
。
後

の
小
銭
問
題
等
に
は
こ
う

い
っ
た
背
景
が
考

え
ら
れ
る
。

本
稿
で
見
た
諸
政
策
を
含
め
た
乾
隆
初
期
の
銭
貴
に
対
応
せ
ん
と
す
る
通
貨
政
策
は
、
右
の
よ
う
な
条
件
下
で
は
対
処
療
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
直
隷
省
の
地
域
経
済
に
と

っ
て
は
期
せ
ず
し
て
正
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
ま
さ
し
く
二
千
数
百
年
の
歴
史
を
有
し
、
そ

の
役
割
を
終
え

つ
つ
あ

っ
た
銅
銭
が
、
そ
れ
を
単
に
社
会
慣
習
と
し
て
大
量
使
用
し
て
い
た
十
八
世
紀

の
該
地
域
の
発
展
を
支
え
て
い
た
の
は
歴

史
的
皮
肉

で
あ
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
で
き
な
か

っ
た
直
隷
省
地
域
経
済
展
開
の
具
体
像
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

一49一

註
ω

以
下

の
註
に
挙
げ
な

い
も

の
と
し
て
は
、
山
本
進

「
清
代
前
期

の
平
糶

政
策
-

採
買

・
食
儲
政
策

の
推
移
-

」

『史
林
』

七

一
巻

五
号
、

一
九
八
八
年
、
黒
田
明

伸

「
清
代
備
蓄
考

資
産
形
態
よ
り

み
た
経
済
構
造
論
ー

」

『史
林
』
七

一
巻
六
号
、

一
九
八
九
年
、
等
が
あ
る
。

囲

岸
本
美
緒

「
清
代
物
価
史
研
究
の
現
状
」
『
中
国
近
代
史
研
究
』

五
集
、

↓
九
八
七
年
、
則
松
彰
文

「清
代
中
期
の
経
済
政
策
に
関
す
る

一
試
論
-

乾
隆

13
年

二

七
四
八
)
の
米
貴
問
題
を
中
心

に
l

」

『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
十

七
、

一
九
八
九
年
、
等
。



麟

里
…田
明
伸

「
乾
隆
の
銭
貴
」
『東
洋
史
研
究
』

四
五
ー
五
、

.
九
八
七
年
。

鰯

間
宮
陽
介

「
貨
幣
の
技
術
と
貨
幣
経
済
」

『思
想
』

ヒ
四
八
、

.
九

八
六
年
、
参
照
。

㈲

山17
本
美
緒

「清
朝
中
期
経
済
政
策

の
基
調

一
ヒ
四
〇
年
代

の
食
料
問
題
を
中
心
に

」

『近
き
に
在
り

て
』

=

号
、

一
九
八
七
年
、

32
頁
参
照
。
ま
た
川
勝

守

「
清
、
乾
隆
期
雲
南
銅
の
京
運
問
題
」

『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

十
七
、

一
九
八
九
年

、
に
は

「
清
朝

国
家

11
中
国
の
抱
え

る
根

の
深

い
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
諸

問
題
」
の

一
つ
と
し
て
の
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
銅
輸
送

の
事
例
を
通
じ
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

樹

川
勝
註
㈲
論
文
、
参
照
。

の

黒
田
註
個
論
文
、
参
照
。
た
だ

し
、
例
え
ば
制
銭
の
素
材
価
格
が
名
目
価
格
を
上
回
る
も

の
で
あ

っ
た
と

い
っ
た
指
摘
は
、
少
な
く
と
も
清
代
に
お
い
て
は
、
制
銭

の

成
分

(銅

は
五
〇
%
か
ら
六
〇
%
)
か
ら
考
え

て
も
成
立

し
得
な

い
。
黒
田
氏
が
論
拠
と
し
て
い
る
佐
伯
富

「
清
代
雍
正
期
に
お
け
る
通
貨
問
題
」
(
『東
洋
史
研
究
』
十

八
-
一一.、

一
九

五
九
年
。
)
に
所
引

の

『株
批
諭
旨
』

の
王
士
俊

の
史
料
は
制
銭

の
成
分
が
銅

一
〇
〇
%
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と

し
た
他
に
お
も
わ
く
が
あ
る
議
論

で
あ

る
。
同
様

の
議
論
は

『聖
祖
実
録
』
巻

一
一
六
康
煕
二
十

三
年
九
月
丙
寅

の
条

に
も
見
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
時
、
制
銭
重
量
は

一
文
"

一
鏡
に
変
更
さ
れ
た
。

圖

中
国
第

、
歴
史
棺
案
館
編

『清
代
棺
案
史
料
叢
編
』

第
七
輯
、

一
九
八

一
年

皿
頁
以
下
、
「順
治
年
間
制
銭
的
鼓
鋳
」

の
諸
史
料
参
照
。
彰
澤
益

「
清
代
採
銅
鋳
銭
工

業
的
銅
息
問
題
考
察
」

『中
国
占
代
史
論
叢
』

一
九
八
二
年
第

.
輯

、
参
照
。

ゆ

中
国
第

一
歴
史
棺
案
館

「
康
煕
八
至
十
二
年
有
関
鼓
鋳
的
御
史
奏
章
」

『歴
史
棺
案
』

10
、

一
九
八
四
年
、
参

照
。

㈹

香
坂
昌
紀

「
清
代
前
期

の
関
差
弁
銅
制
及
び
商
人
弁
銅
制

に
つ
い
て
」

『東
北
学
院
大
学
論
集
』
11
、

一
九
八

一
年
。
参
照
。

川
勝
註
㈲
論
文
、
参
照
。

働

黒
田
註
個
論
文
、
参
照
。

⑯

『高
宗
実
録
』

巻
一
.二
六
、
乾
隆
九
年
十
月
壬
子
。

㈹

同
、
巻

二
三
.
一、
乾
隆
十
年
正
月
辛
巳
。

個

同
、
巻

二
三
⊥ハ
、
乾
隆
十
年
三
月
甲
申
。

岡

同
、
巻

二
三
九
、
乾
隆
十
年
四
月
丙
寅
。

㎝

同
、
巻

二
三
七
、
乾
隆
十
年
三
月
巳
亥
。

⑯

同
、
巻

二
四
三
、
乾
隆
十
年
六
月
。

働

同
、
巻

二
四
亙
、
乾
隆
十
年
ヒ
月
。

⑳

同
、
巻

二
五

一
、
乾
隆
十
年
十
月
。

⑳

同
、
巻

二
八
ヒ
、
乾
隆
十
.
一年

一.一月
辛
亥

の
戸
部
議
准

に
見
え
る
湖
北
省
で
の
八
分
重
の
小
銭
鋳
造
の
試
み
が
停
止
さ
れ
た
の
は
、
既
存

の
銅
銭
流
通
に
混
乱
を
も
た

ら
す
と

い
う
理
由
で
あ
り
、
必
ず

し
も
中
央

通
貨
当
局
の
規
格
維
持

の
方
針
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
乾
隆
晩
年
の

「小
銭
」
問
題
に
対
す
る
対
応
と
は
経
済
背

景
的
な
点

で
も
、
ま
た
行
政
姿
勢

や
方
針
の
点

に
お

い
て
も
異
な
る
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
50

一



⑳

『皇
朝
文
献
通
考
』
巻
十
六
、
鏡
幣
四
。

鱒

前
掲
註
個

の
上
諭
。

四

例
え
ば

『宮
中
樒
雍
正
朝
奏
憎
』
第
九
輯

鯉
頁
、
雍
正
六
年

一
月
二
十
六
日
、
河
南
総
督
田
文
鏡

の
奏
に

「由
宝
泉

・
宝
源
二
局
出
、
而
散
之
干
京
畿
、
由
京
畿
而
至

各
省

、
由
各
省
而
至
各
府
州
県
、
由
府
州
県
而
至
大
小
村
庄
。」
と

い
う
記
述
が
見
え
る
。

㈲

『宮
中
櫨
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
輯
、
緬
頁
、
乾
隆
十
七
年
七
月
十

二
日
、
山
東
布
政
使
李
謂
奏
摺
。

岡

『高
宗
実
録
』
巻

四

一
九
、
乾
隆
十
七
年
七
月
乙
亥
上
諭
。

⑳

例
え
ば

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
憎
』
第

三
輯
、
蹴
頁
閾
漸
総
督
喀
爾
吉
善
、
福
建
巡
撫
陳
弘
謀

の
上
奏
は
、
前
節

で
見
た
乾
隆
十
年
の
対
策
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
言
う

の
み
で
何
ら
新

し
い
情
況
報
告

や
そ
れ
に
つ
い
て
の
対
策
検
討
を

ふ
ま
え
た
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
で
、
さ
す
が

に
乾
隆
帝

の

「
此
皆
誠
上
虚
文
。
何
常
実
力
奉
行
哉
。」

と

い
う
叱
責
を
受
け

て
い
る
。

圏

同
、
第
三
輯

、
珊
頁
、
乾
隆
十
七
年
九
月
五
日
、
鉦
赫
徳
、
胡
宝
線
奏
摺
。
な
お
当
時
野
赫
徳

は
軍
機
大
臣

・
兵
部
尚
書
、
胡
宝
腺

は
漢
兵
部
左
侍
郎
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
奏
摺
に

つ
い
て
は
内
容

の
性
格
か
ら
吾
っ
て
前
者
は
兼
管
し

て
い
た
歩
軍
統
領
、
後
者
は
同
じ
く
兼
管

し
て
い
た
順
天
府
歩
大
臣

の
管
轄
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

⑳

『高
宗
実
録
』
巻
四
.
.二
、
乾
隆
十
七
年
九
月
甲
f
L
諭
。

㈹

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
憎
』
第
.'.輯
、
襯
頁
、
乾
隆
十
ヒ
年
九
月
六
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
憎
。

⑳

方
観
承
は

一
般
商
取
引
に
お

い
て
は
牙
行

の
レ
ベ
ル
で
、
土
地
取
引
に

つ
い
て
は
契
税

レ
ベ
ル
で
銅
銭
使
用
制
限
の
規
制
を
行
お
う
と
し
て

い
る
。
当
時

の
行
政
が
経

済
活
動
に
か
か
わ
り
う
る

一
つ
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

幽

『高
宗
実
録
』
巻
四
二
二
、
乾
隆
十
七
年
九
月
己
巳
L
諭
。

⑬

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

一、輯
、
鵬
頁
、
乾
隆
十
七
年
九
月
十
二
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

図

川
勝
註
㈲
論
文
、

25
頁
参
照
。

個

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

四
輯
、
74
頁
、
乾
隆
十
ヒ
年
十
月
初
五
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

岡

山
根
幸
夫

「明
清
時
代
華
北
市
集
の
牙
行
」
『星
博
上
退
官
記
念
中
国
史
論
集
』

一
九
七
八
年
、
同

「
明

・
清
初

の
華
北

の
市
集
と
紳
士

・
豪
民
」

『中
山

八
郎
教
授
頒

寿
記
念
明
清
史
論
叢
』

.
九
七
ヒ
年
、
に
明
清
期

の
華
北
市
集

に
お

い
て
は
、
郷
紳

や
牙
行
の
市
場
支
配
が
進
展
し
て

い
た
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
山
根
氏
は

市
集

の
成
迄
過
程
等
に
そ
の
事
例
的
根
拠
を
提
出

さ
れ
て

い
る
が
、
よ
り
本
質
的
に
は
本
稿
の
事
例
に
見
え

る
よ
う
に
、
そ
う
誰
も
が
知
り
得
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
銭
価

の
情
報
を
知
り
得
、
ま
た
そ
の
情
報
を
利
用
し
え
た
、
と

い
う
情
報

の
独
占
と

い
う
こ
と

に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
は
牙
行

の
存
在

も

価
格
情
報
の
独
占
と

い
う
こ
と
に
支
え

ら
れ
て

い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
荘
頭
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
村
松
祐
次

「清

の
内
務
府
荘
園
i
内
務
府
造
送
皇

産
地
畝
冊
と

い
う
史
料
に

つ
い
て
」
『
、
橋
大
学
研
究
年
報

経
済
学
研
究
』
.
二
、

一
九
六
七
年

、
江
夏
由
樹

「
清
朝
の
時
代
、
東
三
省

に
お
け
る
八
旗
荘
園
の
荘
頭
に

つ

い
て

の

一
考

察
!

帯

地

投

充

荘

頭
を

中

心

に

」

『社

会

経
済

史

学
』

四

六

1

↓
、

↓
九

八

〇
年

、

参

照

。
直

隷

省

の
旗

地

荘

頭

に

つ
い

て
は

不

明
な

点

が

多

く

、
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後
考
に
期

し
た

い
が
、
郷
紳
や
牙
行
と
同
様
、
在
地

の
市
場

に
お

い
て
影
響
力
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

⑳

『宮
中
檎
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
輯
、
脳
頁
、
乾
隆
青
七
年
九
月
卜
六
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

閲

前
掲
註
倒
の
奏
摺
。

闘

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
四
輯
、

脳
頁
、
乾
隆
脂
七
年
十

↓
月
九

日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

⑳

同
、
第
四
輯
、
脳
頁
、
乾
隆
十
七
年
十
二
月
二
〇
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

剛

同
、
第
四
輯
、

囲
頁
、
乾
隆
十
八
年
三
月
二
十
ヒ
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

⑱

同
、
第
五
輯
、
脚
頁
、
乾
隆
十
八
年
六
月
十
六
日
長
蔵
塩
政
天
津
総
兵
官
吉
慶
奏
摺
。

⑯

『高
宗
実
録
』
巻
四
四

一
、
乾
隆
十

八
年
六
月
辛
丑
上
諭
。

圓

清
苑

の
宝
直
局
は
乾

隆
十
年
に
開
局

さ
れ
て

い
る
。
そ
の
需
要
銅
の
供
給
を
洋
銅

に
求
め
て

い
る
点
は
興
味
深

い
。
(
『皇
朝
文
献
通
考
』
巻
十
六
、
銭
幣

四
。
)

囎

直
隷
総
督
は
方
観
承
が
乾
隆
十
四
年

に
任
ぜ
ら
れ
た
時
よ
り
直
隷
河
道
総
督

の
任
務
を
吸
収
し
た
。
方
観
承
は
そ
の
河
務
の
才
能
を
評
価
さ
れ

て
お
り
永
定
河
、
南
北

運
河
、
子
牙
河
等

の
水
利

工
事
に
お

い
て
多
く
の
業
績
を
残
し
て
い
る
。
直
隷
省

に
お
け
る
運
輸
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
天
津
中
心
と
し
て
放
射
状

に
ひ
ろ
が
る
水
運
と
、

そ
れ
を
横
切
る
陸
路
と

い
う

ク
モ
の
巣
状

の
形
態
を
模
式
的
に
想
定
す
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
。
な
お
永
定
河
に

つ
い
て
は
水
運

の
便
は
な
い
。
方
観
永

の
水
利
行
政
や
直
隷

省
の
交
通
シ

ス
テ
ム
に

つ
い
て
は
別
稿

で
検
討
す

る
予
定
で
あ

る
。

⑯

前
掲
註
㈲
の
奏
摺
。

働

『高
宗
実
録
』
巻

四
三
五
、
乾
隆
十
八
年
三
月
乙
酉
上
諭
。

㈹

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

五
輯
、
㎜
頁
、
乾
隆
十

八
年
五
月
十
日
河
南
巡
撫
蒋
柄
奏
摺
。

㈹

同
、
第

五
輯
、
魏
頁
、
乾
隆
十
八
年
五
月

二
日
、
暫
署
山
東

巡
撫
楊
磨
堀
奏
摺
。

⑳

同
、
第
七
輯
、
阻
頁
、
乾
隆
十
九
年
三
月
七
日
、
山
東
巡
撫
揚
鷹
堀
奏
摺
。

⑳

明
、
万
暦
末
の
謝
肇
湖

『
五
雑
組
』
巻
十

二
、
に

「今
天
下
交
易
所
通
行
者
、
銭
與
銀
耳
。
用
銭
便
干
貧
民
。
…
…
京
師
水
衡
日
鋳
十
余
万
銭
、
所
行
不
過
北
至
盧
龍

南
至
徳
州
、
方

二
千
余
里
耳
。
」
と
あ
り
、
同
じ
く
万
暦
年
間
游

日
弁

『
臆
見
涯
行
』

巻
四
、
銭
法

(
武
新
立
編

『明
清
稀
見
史
籍
叙
録
』

一
九
八
三
年
内

に
紗
録
)
に

「
迫
至
我
朝
、
難
設
監
鋳
之
官
、
厳
盗
鋳
之
禁
、
広
散
銭
之
例
、
非
不
欲
疏
通
、
其
法
行
之
薄
海
、
然
而
江
准
以
北
行
虞
尤
多
、
江
准
以
南
行
庭
准
少
。
」
と
あ
る
。

綱

梁
方
仲
編

『中
国
歴
代
戸
[

・
田
地

・
田
賦
統
計
』

一
九
八
〇
年
、

に
よ
れ
ば
明
末
に
四
〇
〇
万
人
あ

っ
た
人
口
が
、
清
初

二
八
〇
万
人
に
減
少
し
、
雍
正
年
間

に
明

末

の
人
口
水
準
に
達

し
、
乾
隆
末

に
は
二
三
〇
〇
万
人
台
と
明
末
の
五
倍
あ
ま
り
ま
で
増
化
し
、
そ
の
数
字
で
咸
豊

期
ま
で
安
定
し
て

い
る
。

S
u
s
a
n
 
M
a
n
n
 
L
o
c
a
l
 
M
a
r
c
h
a
n
t
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
h
i
n
e
s
e
 
B
u
r
e
a
u
c
r
a
c
y
 
1
7
5
0
-
1
9
5
0
.
S
t
a
n
f
o
r
d
1
9
8
7

参
照

岡

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
五
輯
、
躍
頁
、
乾
隆
十
八
年
七
月
十
九

日
、
管
安
徽
巡
撫
事
張
師
載
奏
摺
。

69

同
、
第
五
輯
、
㎜
頁
、
乾
隆
十
八
年
七
月
十

三
日
、
署
両
江
総
督
那
容
安

・
江
蘇
巡
撫
荘
有
恭
奏
摺
。

G
.
W
.
S
k
i
n
n
e
r
"
R
e
g
i
o
n
a
l
 
U
r
b
a
r
i
z
a
t
i
o
n
 
i
n
 
N
i
n
e
t
e
e
n
t
h
-
C
e
n
t
u
r
y
 
C
h
i
n
a
"
 
I
N
 
T
h
e
 
C
i
t
y
 
i
n
 
L
a
t
e
 
I
n
p
e
r
i
a
l
 
C
h
i
n
a
,
e
d
.
G
.
W
.
S
k
i
n
n
e
r
.
S
t
a
n
f
o
r
d
.
1
9
7
7

参
照
。
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働

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
乾
隆

『永
清
県
志
』
第
十
、
戸
書
第

二
に
、
毎
銭

一
千

一
市
例
少
十
六
枚
、
俗
名
底
串
。
永
書
市
易
之
慣
、
以

一
銭
准
六
数
、
号
謂
永
銭
…
…
惟

習
久
自
能
無
惧
。
初
至
其
地
、
往
往
患
苦
之
。」
と
あ
る
。
所
謂

「短
阻
」
の

一
例

で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
あ
え

て
捨
象
し
た
銀

に
も
同
様
の
地
域
的
差
異
は
存
在

す
る
。

こ
の
銀
の
問
題
に

つ
い
て
は
今
後

の
検
討
課
題
と
し
た

い
。

一
53

「


