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西
地
方

の
税
糧
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轄
と
海
運
と
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関
係
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い
て

植

松

正

元代浙西地方の税糧管轄と海運との関係について

　
は
　
し
　
が
　
き

一　

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
に
み
る
官
田
浮
賦
の
歴
史
的
沿
革

　
1
　

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
に
つ
い
て

　
2
　

「蘇
松
浮
賦
始
於
官
田
」
の
条
の
分
析

二
　

『大
元
海
運
記
』
に
み
る
財
賦
府
税
糧
と
海
運

　
ヱ
　

『大
元
海
運
記
』
至
大
四
年
の
記
録
の
性
質

　
2
　
本
色
納
か
ら
軽
齎
納
へ
の
契
機

む
　
　
す
　
　
び

は
　
し
　
が
　
き

　
元
代
の
浙
西
地
方
、
と
く
に
平
江
路

(蘇
州
)
と
松
江
府

(上
海
)
は
米
の
生
産

を
中
心
と
し
た

一
大
穀
倉
地
帯
で
あ

っ
た
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
も
こ
の
地
域
に
つ

い
て
官
田
の
形
成
、

税
糧
の
徴
収
や
大
土
地
所
有
者

の
存
在
に
着
目
し
、

宋

・

元

・
明
の
時
代
を
通
じ
て
の
一
貫
し
た
流
れ
の
中
に
そ
の
特
色
を
見
出
そ
う
と
努

　
　
　

　

め
て
き
た
。
そ
し
て
元
代
に
お
け
る
こ
の
地
域
の
あ
り
よ
う
が
、
明
清
時
代
に
お

け
る
い
わ
ゆ
る

「蘇
松
地
方
の
重
税
問
題
」
の
前
段
階
と
し
て
き
わ
め
て
注
目
す

ぺ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
き
た
。
前
近
代
中
国
の
先
進
地
帯
に
生
起

し
た
経
済
上
、
社
会
上
の
事
象
を
考
究
す
る
上
で
、
元
代
の
浙
西
地
方
に
そ
の
先

駆
け
を
な
し
た
契
機
を
探
り
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
発
し
て
、
元
代
に
お
け
る
税
糧
管
轄
と

海
蓮

に
つ
い
て
さ
ら
に

一
歩

の
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に

別
に
論
じ
た
よ
う
に
、
元
代

の
こ
の
地
方
に
は
独
特
な
税
糧
管
轄
の
制
度
が
存
在

し
た
。
す
な
わ
ち
通
常

の
有
司
所
管

の
ほ
か
に
、

江
淮
等
処
財
賦
都
総
管
府

(江

淮
財
賦
府
)
所
管
と
江
浙
等
処
財
賦
都
総
管
府

(江
浙
財
賦
府
)
所
管
の
管
轄

区
分

の
存
在
で
あ
る
。
前
者
は
皇
太
后
の
府

た
る
徽
政
院

(時
に
皇
太
子
の
府
た
る
懲
事

院
)
に
所
属
し
、

後
者

は
皇
后
の
府
た
る
中
政
院
に
所
属
す
る
か
ら
、
皇
帝

の
】

族
に
与
え
ら
れ
た
所
領
、
す
な
わ
ち
位
下
領
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

松
江
府
が
大
徳
年
閭
に
は
皇
太
后
の
湯
沐
邑
と
し
て
徽
政
院
に
直
隷
せ
ら
れ
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

江
路
が
武
宗
即
位
当
初
に
皇
太
子
の
分
地
と

さ
れ

た
と

の
記
録
も
あ
る
。
位
下

領

・
投
下
領

の
形
成
の
経
過
と
実
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
究
の
余
地
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
主
と
し
て

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
と

『
大
元
海
運
記
』
の
二
つ
の
史
料

を
中
心
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
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史

1

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
に
み
る

　
　
　
　
　
　
官
田
浮
賦
の
歴
史
的
沿
革

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
に
つ
い
て

　

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』

一
巻
は
、　
『
請
減
蘇
松
浮
糧
疏
稿
』
・
一
巻
と

と
も

に

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
史
部
政
書
類

に
収
め
ら
れ
、
華
東
師
範
大
学
図
書
館
蔵

清
康
熙
刻
本
に
拠

っ
て
縮
印
出
版
さ
れ

た
。　
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
八
二
、

史
部
政
書
類
存
目
二
に
解
題
が
あ
る
。
本
来

『
蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
は

『
請
減
蘇

松
浮
糧
疏
稿
』
と

一
体
の
書
と
し
て
刊
刻
さ
れ
た
が
、
末
尾
が
失
わ
れ
て
い
る
た

め
か
、
著
者
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
つめ
ん

　

『
蘇
松
歴
代
財
賦
考
』

は
冒
頭
、
清
初
以
来

の
浮
賦
豁
免
に
つ
い
て
の
六
次
の

上
諭
を
台
閣
の
絵
図
と
と
も
に
麗

々
し
く
掲
げ
る
。
康
熙
一
一十
九
年

(
一
六
九
〇
)

三
月
二
十

一
日
の
も
の
が
最
後
で
あ
る
か
ら
、
当
然
本
書

の
著
述
は
そ
れ
以
後
の

康
熙
年
間
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
い
で
蘇
松

の
浮
賦
問
題
を
め
ぐ
る
論
理

図
解
が
あ
る
。
そ
し
て
総
論
の
あ
と
、　

『尚
書
』
禹
貢
に
基
づ
く

「任
土
作
貢
防

自
神
禹
」
以
下
、
清
初
の

「
髑
赦
之
恩
不
如
豁
免
」
ま
で
、
歴
代
の
考
察
が
時
代

や
主
題
ご
と
に
三
十
五
条
に
分
け
て
論
述
さ
れ
る
。
各
条

の
末
尾
に
は

一
段
下
げ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
補
説
が
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
な
考
察
を
し
な
が
ら
、
主
張
す
る

論
旨
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
明
か
ら
清
に
か
け
て
の

叙
述
は
、
簡
明
な
が
ら
重
要
な
問
題
を
外
し
て
い
な
い
と
思
う
。
ま
た

『請
減
蘇

松
浮
糧
疏
稿
』
は
、
康
熙
四
年
の
韓
世
碕
か
ら
康
熙
二
十
四
年

の
湯
斌
ま
で
、
蘇

松
の
浮
糧
を
め
ぐ
る
奏
摺
や
題
本
十
条
を
載
せ
る
。
そ
の
あ
と
に
続
け
て
問
答
形

式
の
兵
屯
策
が
二
葉
分
残

っ
て
い
る
が
、
末
尾
を
欠
い
て
い
る
。

　
本
書
は
蘇
松
地
方
の
事
情
に
詳
し
く
、
浮
糧
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
高
い
見
識

を
有
す
る
人
物
の
著
作
に
違
い
な
く
、
し
か
も
清
初
に
お
け
る
蘇
松
重
賦
の
議
論

盛
行

の
風
潮

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
顧
炎
武
の

『
日
知
録
』
巻

一
〇

「蘇
松

二
府
田
賦
之
重
」
や

『
官
田
始
末
考
』
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

康
熙
年
間
に
著
さ
れ
た
と
い
う
陸
世
儀

『
蘇
松
浮
糧
考
』
や
周
夢
顔

『
蘇
松
財
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

考
図
説
』
と

の
関
連
性
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

「蘇
松
浮
賦
始
於
官
田
」
の
条
の
分
析

　

「蘇
松

の
浮
賦

は
官
田
に
始
ま
る
」

の
一
条
は

『
蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
の
十
二

番
目
に
位
置
し
、
明
清
時
代
に
至
る
官
田
形
成
の
歴
史
を
扱

っ
て
お
り
、
し
か
も

簡
潔
に
本
質
を
衝
く
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
部
分
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
筆
者
が
と
く
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
元
代
に
つ
い
て
の
叙
述
を
含
む
本
条
を

分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

　
著
者
は
冒
頭
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
く
る　
　
　
わ
ざわ
　
　
　
の
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ

　
　
蘇
松
　
重
賦
に
困
し
み
累
い
を
貽
し
て
今
に
至
る
者
は
、
官
田
の
沿
り
て
誤

　
　
る
所
な
り
。
官
田
な
る
者
は
皇
荘
な
り
。
国
家

こ
れ
を
佃
戸
よ
り
取
り
、
佃

　
　
戸
こ
れ
を
王
府
に
輸
す
る
者
な
り
。
此
れ
租
な
り
、
税
に
非
ざ
る
な
り
。
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
時
、

皆
な
別
に
官
に
領

せ
ら
れ
、

原
と
こ
れ
を
以
て
常
賦
と
為
さ
ざ
る
な

　
　
り
。
其
の
後
、
額
征
に
編
せ
ら
れ
、
以
て
取
民
の
制
と
な
す
。
此
れ
奉
行
す

　
　
る
者

の
学
ば
ず
術
な
き
な
り
。

そ
し
て
官
田
形
成

の
ユ
ポ

ッ
ク
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ま
ず
端
緒
と
し

て
宋
の
徽
宗
が
悪
例
を
は
じ
め

(作
俑
)
、
元
末
に
悪

例
を
真

似

し

(効
尤
)
、

張
士
誠
が
過
誤
の
き

っ
か
け
を
つ
く
り

(開
釁
)
、
明
の
太
祖
が
禍
い
を

は
じ

め

(
創
禍
)
、
永
楽
帝
が
そ
の
毒
を
醸
成
し
た

(醸
成
其
毒
)
と
い
う
。
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宋

の
徽
宗

の
宣
和
元
年

(
一
二

九
)、

浙
西
の
平
江
な
ど
の
諸
州
で
積
水
が
ひ

い
た
機
会
に
民
を
募

っ
て
耕
種
さ
せ
て
官
が
そ
の
租

(小
作
料
)
を
収
め
取

っ
た

の
が
始
ま
り
で
、

こ
れ
を
尊
ん
で
官
田
と
言

っ
た
が
、
実
は
天
子
の
私
田
と
い
う

べ
き
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
後
、
南
宋

の
歴
代
皇
帝
が
踏
襲
し
、
蔡
京

・
王
黼

・
韓

侘
冑
ら
権
貴

の
田
を
籍
没
し
、
そ
の
定
額

を
減
じ
て
民
を
募

っ
て
耕
種
さ
せ
た
と

こ
ろ
に
官
田
の
起
源
が
あ
る
と
す
る
。

　
元
朝

の
賦
額
は
始
め
は
軽
か

っ
た
が
、
宋
室
の
官
田
を
籍
没
し
な
が
ら
そ
の
欠

陥
を
是
正
し
な
い
ま
ま
に
民
を
募

っ
て
耕
種
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
延
祐
の
問
に

賦
額
を
定
め
た
と
き
に
、
蘇
州
で
は
三
十
六
万
石
の
と
こ
ろ
が
八
十
八
万
石
と
な

り
、
松
江
で
は
一
一十
九
万
石
の
と
こ
ろ
が

六
十
余
万
石
と
な

つ
た
。
こ
れ
は
宋
代

に
あ

っ
て
人
民
に
怨
み
を
買

っ
て
い
た
も
の
を
、
元
朝
の
君
主
や
臣
下
が
こ

っ
そ

り
と
自
ら
の
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
元
朝
の
滅
亡
に

と
も
な

っ
て
、
そ
れ
を
そ

っ
く
り
張
士
誠
に
手
渡
し
て
し
ま

っ
た
形
と
な

っ
た
。

す
な
わ
ち
さ
き
の
宋
室
の
産
に
加
え
て

「妃
嬪
親
王
の
産
」
を
官
田
の
中
に
附
し

て
張
士
誠
に
手
渡
し
て
し
ま

っ
た
こ
と

に
な
る
と
い
う
。

　
以
上
の
元
代
に
関
す
る
叙
述
に
つ
い
て
、　
『
正
徳
松
江
府
志
』
巻
六
に
み
え
る

　
こ
ん

王
艮
の
議
案
と
対
照
し
て
検
討
し
て
み
ょ
う
。
松
江
府
の
税
糧

二
十
九
万
石
と
い

う
の
は
、
南
宋
紹
熙
年
間
の
税
糧
額
十

一
万
二
千
余
石
に
、
南
宋
最
末
期

の
景
定

三
年
に
賈
似
道
が
創
設
し
た
公
田
の
十
五
万
八
千
余
石
を
加
え
た
も
の
に
近
い
。

王
艮
の
議
案
に
は
延
祐
元
年
の
税
糧
約
六
十
五
万
三
千
石
と
延
祐

二
年

の
税
糧
約

七
十
四
万
五
千
石
と
を
載
せ
て
い
る
が
、
松
江
府
で
の
延
祐

の
賦
額
六
十
余
万
石

と
い
う
の
は
元
朝
二
度
目
の
土
地
調
査

「経
理
」
の
延
祐

二
年

の
も
の
よ
り
、

こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
で
は
延
祐
元
年
の
も
の
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
本
文
中
に
は
元
代
の
位
下
領

・
投
下
領
に
つ
い
て

一
見
何
ら
の
言
及
も
な

い
。
し
か
し
直
接
に
位
下

・
投
下
の
語
を
用
い
て
な
く
と
も
、
事
実
上
、
言
及
し

て
は
い
る
の
で
あ
る
。
宋
室
の
官
田
を
籍
没
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
平
江
路
や

松
江
府
が
あ
る
時
に
は
分
地
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
こ
と
、
あ
る
い
は
江
淮
財

賦
府
に
南
宋
の
宗
室
の
田
産
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
は
か
つ
て
拙
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
県
の
苗
税
の
中
に
財
賦
府
の
税
糧

は
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
り
、
不
明
確
な
と
こ
ろ
も
あ

⑤る
。
元
朝

一
代
で
も
時
期
に
よ

っ
て
扱
い
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
は
別
に
理
由
も
あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
後
に
海
運
体
制
に
関
連
し
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
さ
ら
に

「
妃
嬪
親
王
の

産
」
と
は
何
か
。
こ
れ
こ
そ
位
下
領

・
投
下
領
の
間
接
的
表
現
で
あ

っ
て
、
張
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

誠
が
江
淮
財
賦
府
の
田
土
を
籍
没
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
本

書

の
著
者
に
は
元
代

の
位
下
領

・
投
下
領
に
つ
い
て
も

っ
と
ス
ト

レ
ー
ト
に
念
頭

に
上

っ
て
い
て
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
が
目
的
と
す
る
清
代
の
議

論
に
直
接
に
結
び

つ
く
明
代
官
田
を
め
ぐ
る
強
い
印
象
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
時
代
的
に
よ
り
近
い
事
例
、
す
な
わ
ち
張
士
誠
や
沈
万
三
に
起

因
す
る
官
田
の
転
変
に
話

の
重
点
は
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』

の
著
者
は
い
よ
い
よ
明
の
太
祖
朱
元
璋
に
つ
い
て
論
及

す
る
。
太
祖
は
天
下
を
平
定
す
る
際
に
、
張
士
誠
と
陳
友
諒
に
対
し
て
多
く
兵
を

用
い
た
。
だ
か
ら
張
士
誠
に
対
す
る
遺
恨
は
蘇
州

・
松
江
地
方
に
対
す
る
怨
み
へ

と
転
化
し
た
。
張
士
誠
配
下
の
平
章

・
太
尉
な
ど
の
官
に
は
商
人
出
身
の
小
人
が

多
く
、
彼
ら
は
こ
の
地
方
で
田
産
を
買

い
あ
さ

っ
た
。
そ
う
し
た
張
士
誠
の
部
下

の
産
を
以
て
、
以
前
に
籍
没
し
た
宋
元
の
も

の
と
以
後
に
籍
没
し
た
富
民
沈
万
三

ら
の
産
を
併
せ
て
、

一
概
に
官
田
と
名
づ
け
、
租
額
に
照
ら
し
て
税
を
定
め
た
。

新
王
朝
の
佃
戸
と
な
し
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
蘇
州
で
は
賦
額
八
十
八
万
石
で
　

鵬



窓史

あ

っ
た
も
の
が

二
百
八
十
余
万
石
に
、
松
江
で
は
六
十
余
万
石
で
あ

っ
た
も
の
が

百
四
十
余
万
石
に
跳
ね
上
が

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
明
初
の
叙
述
は
、
す
で
に

森
正
夫
氏
ら
に
よ

っ
て
も
詳
細
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
祖
が
い
わ
ゆ
る

古
額
官
田
に
加
え
て
、
抄
没
田
と
し
て
新
た
に
官
田
を
加
え
た
事
実
を
指
し
て
い

⑦る　
し
か
も
本
書
の
著
者
が
強
調
す
る
と

こ
ろ
で
は
、
広
大
な
官
田
地
帯
が
形
成
さ

れ
て
賦
額
が
膨
張
し
、
か
く
て
大
き
な
浮
額
が
生
じ
た
理
由
は
、
元
代
か
ら
明
代

初
期
に
か
け
て
の
三
次
に
わ
た
る
籍
没
が
原
因
で
あ

っ
た
。
ま
ず
第

一
次
の
籍
没

は
元
朝
が
宋
室
の
官
田
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
賦
額
を
定
額
化
し
た
こ
と
、

つ
い

で
第
二
次
の
籍
没
は
張
士
誠
が
上
の
官
田
に
加
え
て
、
妃
嬪
親
王
の
産
を
も
己
れ

に
帰
し
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
次
の
籍

没
は
明
の
太
祖
が
宋

・
元
時
代
に
籍
没
し

た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
張
士
誠
の
部
下

の
産
を
己
が
有
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
条
の
文
脈
で
は
沈
万
三

へ
の
弾
圧
は
第
三
次
の
籍
没
か
ら
除
外
さ
れ
て

い
る
と
み
え
る
。

　
以
上
が
筆
者
に
お
い
て
当
面
と
く
に
着
目
し
た
い
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
引

き
続
く
部
分
に
つ
い
て
も
少
し
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
洪
武

二
年

(
一
三
六
九
)、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

けん
めん

滞
納
分
の
三
十
余
万
石
を
免
除
し
、
以
後
連
年
觸
免
が
行
わ
れ
た
。
洪
武
十
三
年

(
一
三
八
〇
)
に
も
蘇
州

・
松
江

・
嘉
興

・
湖
州
に
つ
い
て
減
税
が
実
施
さ
れ
た
。

洪
武
三
十
年

(
一
三
九
七
)
に
は
詔
が
発

せ
ら
れ
、

夏
税

・
秋
糧
の
納
税

に

つ
い

て
金

・
銀

・
絹

・
棉
布

・
夏
布
に
よ
る
折
納
が
実
施
さ
れ
た
が
、

こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。
建
文
帝
の
時
に
な

る
と

一
旦
徴
収
は
緩
め
ら
れ
た
が
、
や
が

て
永
楽
帝
が
皇
帝

の
位
に
即
く
と
、
建
文
期
の
反
動
で
、
免
除
さ
れ
る
べ
き
浮
糧

も
納
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
固
定
化
し
て
し
ま

っ
た
。
以
上
が
こ
の
条
の
本
文

の

概
要
で
あ
る
。
な
お
条
末

の
補
説
部
分

に
は
、
永
楽
帝
の
北
遷
に
よ
り
輸
送
の
た

め
の
耗
費
が
倍
増
し
、
た
め
に
浮
額
の
ほ
か
に
さ
ら
に
浮
額

の
あ
る
よ
う
な
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
陥

っ
て
し
ま

っ
た
と
あ
る
。

二
　

『大
元
海
運
記
』
に
み
る
財
賦
府
税
糧
と
海
運

1

『
大
元
海
運
記
』
至
大
四
年

の
記
録
の
性
質

　
筆
老
は
こ
の
記
録
中
に
見
え
る
松
江
府
の
糧
米
と
海
運
と
の
関
係
に
着
目
し
た

い
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
こ
の
記
録

の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
始
め
た
い
。

こ
れ
は
同
霽
巻
上
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
あ
る
四
千
字
近
い
長

文

の
文
書

で
あ

る
。
直
接
に
は

『
永
楽
大
典
』
巻

一
五
九
四
九
、
元
漕
運
の
条
か
ら
抜
き
出
さ
れ

た
が
、
も
と
は

『
経
世
大
典
』
賦
典
、
海
運
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
次
に
掲
げ
る

『
元
史
』
巻
九
三
、
食
貨
志
、
海
運
の
記
事
に
対
応
し
て
い

る
。

　
　
至
大
四
年
、
官
を
遣
わ
し
て
江
浙
に
至
り
海
運
の
事
を
議
せ
し
む
。
時
に
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ

　
　
東
の
寧
国

・
池

・
饒

・
建
康
等
処
の
運
糧
は
率
ね
海
船
を
し
て
揚
子
江
従
り

　
　
流
れ
を
逆
の
ぼ
り
て
上
ら
し
む
。
…
…
是
に
於
い
て
嘉
興

・
松
江
の
秋
糧
、

　
　
拝
び
に
江
淮

・
江
浙
財
賦
府
の
歳
辧
の
糧
を
以
て
運
に
充
て
し
む
。
海
漕
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひろ

　
　
利
、
蓋
し
是
に
至
り
て
博
し
。

た
だ

『
大
元
海
運
記
』
の
問
題

の
と
こ
ろ
は
、
至
大
四
年
十
月
に
海
道
運
糧
万
戸

の
八
員
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
を
減
じ
て
六
員
と
し
、
十

一
箇
所
あ

っ
た
千
戸
所
を
減

じ
て
七
箇
所
に
し
た
と
の
記
事
に
冠
し
て

「武
宗
皇
帝
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ

の
誤
り
は

『
永
楽
大
典
』
の
誤
り
に
淵
源
し
て
い
る
。
し
か
も
右
の
記
事
の
あ
と

に

「是
年
」
と
し
て
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
長
文
の
記
録
が
展
開

し

て

い
る

か

ら
、

一
見
武
宗
期
の
記
録
に
見
え
る
が
、
実
は
記
録
中
に
至
大
四
年
三
月
十
八
日
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元代浙西地方の税糧管轄と海運との関係について

の

「
仁
宗
皇
帝
登
宝
位
詔
書
条
画
」
が
引
用
さ
れ
、
ま
た

「皇
慶
元
年
」
の
語
も

あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仁
宗
の
即
位
二
年
目
の
皇
慶
元
年

の
記
録
に

　
　
　

　

相
違
な
い
。

　
ま
た
こ
の
文
献
を
用
い
る
場
合
に
注
意
す
べ
き
は
、
も
と

『
国
学
文
庫
』
第

三

七
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
活
字
本

(
一
九

一
四
)
に
は
大
変
誤
り
が
多
い
こ
と
で
、

『
永
楽
大
典
』
と
対
校
す
る
こ
と
が
是
非
必
要
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
に
際
し
て

一
々
注
記
し
な
い
が
、
対
校
後
の
判
断

に
従

っ
て
い
る
こ
と
を
断

っ
て
お
き

た

い
。

　

こ
の
記
録
の
基
本
的
な
位
置
づ
け
か
ら
述
べ
よ
う
。
至
大
四
年
に
官
を
遣
わ
し

た
と
あ
る

「官
」
と
は
刑
部
の
次
官
た
る
田
侍
郎
で
あ
る
。
そ
の
名
は
い
ま
明
ら

か
で
な
い
。
彼
が
江
浙
行
省
に
赴
い
て
同
省
の
参
知
政
事
で
提
調
運
糧
官
で
あ

っ

　
　

　

た
高
防
と
と
も
に

「海
運
久
行
良
法
」
(海
運
に
つ
い
て
当
座
で
は
な
く
久
し
く
実
施
し

う
る
良
き
制
度
)
を
検
討

(講
究
)
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
命
令
の
根
拠
は
、

次

の
よ
う
な
中
書
省
が
啓
奉
し
た
皇
太
子
の
令
旨
に
あ

っ
た
。

　
　

お
　も

　
　
以
為
う
に
、
海
運
を
講
議
す
る
に
は
、
刑
部
の
田
侍
郎
を
差
委
し
、
仍
お
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と

　
　
参
政
ら
に
委
し
て
提
調
せ
し
め
、
万
戸
府
官
を
督
責
し
て
、
同
も
に
久
行

の

　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

　
　
良
法
を
講
究
せ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア　
ユ　
ル　
バ　
リ　
パ　
ダ

皇
太
子
と
は
、
武
宗
の
と
き
に
皇
太
子
で
あ

っ
た
愛
育
黎
抜
力
八
達
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
。
即
ち
仁
宗
で
あ
る
。
至
大
四
年

の
早
い
時
期
に
検
討
が
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

中
央
政
府
官
と
行
省
官
と
と
も
に
検
討
作

業
に
従
事
し
た
万
戸
府
官
は
、
少
中
大
夫

(従
三
品
)
で
万
戸

の
王
仲
温
で
あ

っ

⑫た
。
そ
れ
に
続
く
部
分
は
、　
「今
講
究
し
到
れ
る
…
…
各
項
の
便
宜
の
事
理
は
、

か
き
つ
ら
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と

開

具

し

て
都

省

に
申

覆

し

た

る
に
、

擬

を
准

め

て
運

糧

額

を
減

じ
、

千

戸

所

四
処

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も

を

併

去

し
、

官

を
選

び
職

を
分

か

つ
を
除

く

の
外

、

其

の
余

の
元

と

議

し

た

る
船

戸

免

役

等

の
事

は
未

だ

明

降

を

奉

ぜ

ず

L

と

あ

る
。

つ
ま

り

こ

の
部

分

の
主
体

は

海

道

運

糧

万
戸

府

で
あ

っ
て
、

上

述

の
手

順

で
海

運

の
欄

度

に

つ

い
て
検

討

し

た

は

よ

い
が

、

船

戸

の
免

役

な
ど

の
具
体

的

な
事

柄

に

つ

い
て
、

中

央
政

府

か

ら

い

ま
だ

に
明

確

な

返

答

が

な

い
。

そ

こ
で

府

司

(海
道
運
糧
万
戸
府
)
が

「
参

詳

」

し

て
、

残

さ

れ

た

課

題

に

つ
い
て

江

浙

行

省

に
伝

え
、

そ

こ
か

ら
中

書

省

に
伝

え
、

そ

こ

か
ら

戸

部

に
伝

え

て
検

討

し

た
。

そ

の
結
果

が

長

々
と

詳

細

に

記

録

さ

れ

　

　
　

　

　

　

　

　
　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　へ　
　
　
　　
　
　
　
も

て

い

る

の

で
あ

る
。　

「
開

坐

せ

る
各

項

の
元

と
擬

せ

る
事

件

(
に

っ
い
て
)、

省

府

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
へ

(
江
浙

行
省
)

(
が
中
書
省
経
由

で
)
戸

部

に

送

り

て
議

擬

し

到

れ

る

下

項

の
事

理

」

と

あ

る

の
が

そ

れ

で

あ

る
。

　

そ

し

て

以

下

に
四

つ

の
案

件

に

つ
き

そ

れ

ぞ

れ
検

討

結
果

が

記

録

さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

ぞ

れ

の
文
章

の
中

心
的

部
分

の
主
体

は

万
戸

府

で
あ

る
が

、

そ

の
末

尾

に
近

い
と

こ

ろ

で

「
照

得
」

と
あ

る

の
は

江
浙

行

省

の
中

書

省

へ

の

咨

文

で

あ

　

　
　

　

　

　

　

　
　

す
　
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

る
。

咨

文

の
末

尾

に

「
已

経

に
中

書

省

に
移

咨

せ

し

に
、

未

だ

回

示

を
准

け

ず

」

と

あ

る

こ
と

か
ら

そ

れ

と

判

る
。

そ

の
あ
と

最

後

に
戸

部

の
中

書

省

に
対

す

る

呈

文

、

即

ち

「
戸

部

議

得
」
　

(照
得
を
伴
う
場
合

も
あ

る
)
と

あ

る

の

が

、

各

案

件

へ

の
実

質

的

な

回

答

と

な

っ
て

い

る
。

そ

れ
ぞ

れ

の
末

尾

が

「
具

呈

照
詳

」

で
終

わ

　

　
　

　

　

　

　

　
　

⑬

る

の

は
そ

の
た

め
で

あ

る
。

こ
れ

が

『
元
典

章

』

の
場

合

で
あ

れ
ば

、
　

「
都

省

　

　
　

　

　

お
お
　
　
　
　か
み

擬

を

准

め
、

仰

せ
て

上

に

依

り

て
施

行

せ

よ
」

な

ど
と

重

し

を
効

か

せ

て
締

め
く

く

る
と

こ

ろ
で

あ

る
。

2

本
色
納
か
ら
軽
齎
納

へ
の
契
機

　
以
上
に
史
料

の
も
つ
性
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
の
は
、
こ
の
記
録
の
中
に

い
く
つ
か
海
運
糧
米
に
つ
い
て
有
司
所
管
と
財
賦
府
所
管
の
ク
ロ
ス
す
る
記
事
が

現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
記
録
の
仕
方
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
比
較
し
て
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窓史

検

討

し

て

み
た

い
。

す

で

に

星
斌

夫

氏

に

よ

っ
て

『
元
史

』

食

貨

志

、

海

運

の
翻

訳

が

な

さ

れ
、

高

栄

盛

氏

ら

に

よ

っ
て

も

こ

の
史

料

は
検

討

の
素

材

と

さ
れ

て

い

　

⑭

る
が
、

筆

者

は

い
ま

少

し
考

察

を

加

え

た

い
。

　

つ
ぎ

に
関

係

部
分

の
表

現

を

具
体

的

に
列

挙

し

て

み

よ
う

(
傍
点

は
筆

者
)
。

　

⑦

改

撥

上

江
真

州

等

処

糧
斛

、

浙

西
嘉

興

・
松

江
等

処

位

下

併

各

投

下

田
糧

、

　

　

ヘ　　
ヘ　
　ヘ　　
ヘ　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　ヘ　
　ヘ　　　　
　ヘ　　へ　　う　　へ

　

　

収

納
本

色
、

装

発

海

運
、

却
将

上

江
等

処
糧

米

易

鈔

、

撥

還

投

下

、

…

…

　

ω

切

照
、

浙

西

各
路

、

多

有

各

投

下

財

賦

及

嘉

興

・
松

江

府

位

下

糧

米

約

有

百

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　
ヘ　　へ

　

　

万

余

石
、

遞

年

折

収
軽

費

、

変

糶

価

銭
、

若

将

財

賦

等

糧

、

収

納

本

色

、

装

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ　　
ヘ　　　
　　ヘ　　ヤ　　へ　　あ

　

　

発

海

運
、

却
将

江

(
南

)
　

〔
西
〕
・
湖

広

糧

米

、

令

各

路
変

鈔
、

或

折
価

銭
、

　

　

ヘ　　
ヘ　
　ヘ　　
へ

　

　

撥

還

投

下
、

唯
復

官

為

支
付

。

　

㈲
本

省

先

擬
、

嘉

興

・
松

江

歳
科

秋

糧

六

十
余

万

石
、

井

江

淮

財

賦

府

年

辧

税

　

　

糧

一
百
余

万

石
、

江
浙

財
賦

府

歳

瓣

糧

二
十

四

万
余

石

、

照

依

時

估

、

於

係

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
マ　　ヘ　　
へ

　

　

官

銭
内

、

先

行

提

撥

、

却

将

前

項

糧

数

、

以

充

海

運

。

　

㊨

戸

部
議

得
、

嘉

興

・
松

江

両
路

財

賦

田
糧

、

啓

准

充

為

海

運

、

江

浙

等

処

財

　

　

賦

府
税

糧

約

二
十

四

万
余

石
、

奏

啓

一
体

免

糴

海

運

相

応

外

、

…

…

こ
れ

ら

は
前

掲

の

『
元
史

』

食

貨

志

の
文

に
対

応

し

て

い

る
。

ω

は
前

述

の
府

司

の

「
参

詳

」

中

に
見

え
、

新

た

に
検

討

す

べ
き

課

題

の

一
つ
と

し

て
指

摘

さ

れ

る

と

こ

ろ

で
あ

り
、

ω

㈲

㊥

は

い
ず

れ

も

そ

の
課

題

案

件

の
三

番

目

の
文

中

に
見

え

て

い

る
。

従

っ
て

こ
れ

ら

が

同

じ
方

向

の
事

態

に

つ

い
て

異

な

っ
た
表

現

を
取

っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑮

て

い

る
も

の
と

考

え

て

差

し

支

え

な

い
。

　

も

と

も

と

江

淮

財

賦

府

と

江
浙

財
賦

府

が

位

下
領

と

し

て
独

立

的

に
皇

帝

の

一

族

に

財

賦

を

供

給

し

て

い
る

の
で
あ

れ
ば

、

有

司
所

管

と

区

別

さ

れ

て

い

て
し

か

る

べ
き

で
あ

る
。

し

か

し

こ

こ

で

は

三
系

統

の
管

轄

の
相

互

の
関

係
が

問
題

に

な

っ
て

い

る
。

県

の
苗

税

の
中

に
財

賦

府

の
税

糧

は
含

ま

れ

て

い
た

か
否

か
が

不
明

確
に
な
る
理
由
の

一
斑
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
海
運

の
糧
米
に
充
当
す
る
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
れ
ば

こ
そ
、
有
司
と
両
財
賦
府

の

税
糧
の
扱
い
が

一
体
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
朱

清

・
張
喧
の
没
官
財
産
が
至
大
元
年

に
至

っ
て
江
浙
財
賦
府
の
管
轄
下
に
編
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑯

れ
た
後
の
措
置
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

さ
て
そ
の
シ
ス
テ
ム
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
浙
西
の
嘉
興
路
と
松
江
府

の
税

糧
は
六
十
余
万
石
、
江
淮
財
賦
府
の
税
糧
は

一
百
余
万
石
、
江
浙
財
賦
府
の
税
糧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ　　ゐ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

は
二
十
四
万
余
石
で
あ

っ
た
。
ω
の

「嘉
興

・
松
江
府

の
位
下
の
糧
米
は
約
百
万

余
石
あ
り
」
と
の
表
現
か
ら
推
し
て
、

こ
こ
に
い
う
両
財
賦
府
の
税
糧
額
は
嘉
興

路

・
松
江
府
内
に
存
在
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
海
運

の
基
地
に
近

い
浙
西
の
嘉
興
路
と
松
江
府
で
は
三
つ
の
管
轄
系
統
の
全
て
の
税
糧

が
海
運

の
た
め
に
充
当
さ
れ
た
。
そ
し
て
誠
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
財
賦
府
の

米
糧
は
軽
賚

(交
鈔
、
賚
は
齎
の
俗
字
)
に
折
収
し
て
そ
の
代
価
を
支
払

っ
て
い
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
は

っ
き
り
と
米
糧

(本
色
)
で
海
運
に
供
す
る
こ
と
と
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

の
分
は
揚
子
江
上
流

(上
江
)
の
江
西

・
湖
広
の
両
行
省
か
ら
江
東
の
真
州
に
運

ば
れ
て
き
た
糧
米
で
も

っ
て
各
路
に
交
鈔
に
変
え
さ
せ
て
代
価
に
折
し
て
投
下
に

撥
還
さ
せ
、
あ
る
い
は

(
唯
復
)、

官
が
支
給
し
て
や
る
。

最
後
の
と
こ
ろ
が
⑰

に
い
う
、
係
官
の
銭
内
よ
り
あ
ら
か
じ
め
差
し
出
す

(提
撥
)
と
い
う
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か

あ
ろ
う
。
な
お
軽
齎
と
は
銀

・
交
鈔
な
ど
を
意
味
す
る
が
、

こ
こ
に
は
交
鈔
に
易

え
る
こ
と
だ
げ
が
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
投
下
の
税
糧
の
差
し
替
え
代
納
に
よ

る
収
取
は
、
筆
者
が
さ
ぎ
に
論
じ
た
賜
田
の
職
田
化
傾
向
、
サ
ラ
リ
ー
を
支
払
う

意
義
に

一
面
通
ず
る
も
の
が
あ

る
し
、

ま
た

『
元
典
章
』
二
四
、

戸
部
巻

一
〇

「投
下
税
糧
許
折
鈔
」

の
記
事
に
関
連
し
て
指
摘
し
た

「定
額
の
歳
賜
を
投
下

・

位
下
の
主
に
対
し
て
保
証
す
る
シ
ス
テ
ム
」
と

「米
価
に
対
応
し
た
換
算
」
を
物
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語
る
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で

『蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
の

「
蘇
松
浮
賦
始
於
官
田
し

の
条
に
引
用
さ
れ

て
い
る
洪
武
三
十
年

の
詔
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
部
分
は
次

の
通

り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひと

　
　

(洪
武
)
三
十
年
、
詔
す
ら
く
、
夏
税

・
秋
糧
は
独
り
蘇

・
松

の
み
軽

(貲
)

　
　

〔費
〕
に
折
す
る
を
許
し
、
金

一
両
を
納
む
る
は
米

二
十
石
に
准
じ
、
銀

一

　
　

両
を
米
四
石
に
准
じ
、
絹

一
疋
を
米

一
石
二
斗
に
准
じ
、
棉
布

一
疋
を
米

一

　
　

石
に
准
じ
、
夏
布

一
疋
を
米
七
斗

に
准
じ
、
而
し
て
又
た
毎
年
止
だ
六
七
分

　
　

を
徴
す
。
是
こ
に
於
い
て
官
田
は
五
六
斗
の
名
あ
り
と
雖
も
、
徴
収
す
る
に

　
　

実
に

一
半
な
る
能
わ
ず
。

『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
五
五
、
洪
武
三
十
年
十
月
癸
未

の
条
や

『
皇
明
詔
令
』
巻

三

「折
徴
逋
賦
詔
」
に
よ
れ
ば
、

こ
の
折
納

の
措
置
は
洪
武

二
十
八
年
以
前
の
滞

納
分
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は

「
ひ
と
り
蘇

・

松

の
み
」
と
あ

っ
て
、
以
下
に
米
と
軽
齎
の
折
納
の
レ
ー
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。

施
行
地
域
を
限
定
す
る
こ
の
語
句
は

『
明
実
録
』
や

『
皇
明
詔
令
』
に
は
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
、

こ
の
詔
勅
が
実
際
に
は
蘇
州

・
松
江
を
対
象
と
し
て
発
せ
ら
れ
、

効
果
が
発
揮
さ
れ
た
と
著
者
は
み
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

し
か
も

こ
れ
が
明
代
宣
徳
八
年

(
一
四
三
三
)、

周
忱
に
ょ

っ
て
蘇
州

・
松
江
な

ど
先
進
地
帯
で
創
始
さ
れ
た
金
花
銀
と
称
さ
れ
る
折
徴
制
度
の
前
段
階
を
な
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う

一
段
時
間
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
本
稿
で
言
及
し

た
よ
う
な
、
元
代

の
浙
西
地
方
に
お
い
て
海
運
に
関
わ

っ
て
米
糧
を
軽
齎
に
よ

っ

て
差
し
替
え
代
納
す
る
制
度
が
、
明
代

に
お
け
る
銀
納
化
促
進
の
祖
型
と
な

っ
た

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
投
下
領

・
位
下
領
に
お
け
る

折
糧

の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
明
代
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点

へ
の
考
究
は
今
後

の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

む

す

び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ソ
ガ

　
元
代
に
お
け
る
海
運
問
題
と
税
制
問
題
の
間
に
は
、
桑
哥
専
権
期
に
松
江
府
の

豪
民
曹
夢
炎
が
毎
年
米
万
石
を
漕
し
て
京
師
に
献
じ
て
地
方
大
官
の
位
を
手
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

れ
た

一
事
を
も

っ
て
し
て
も
、
大
い
に
関
連
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿

で

は
、
元
代
浙
西
地
方
の
税
制
に
関
わ
る

『
蘇
松
歴
代
財
賦
考
』
中
の

一
条
と
、
海

運
に
関
わ
る

『
大
元
海
運
記
』
中

の
一
文
書

の
ふ
た
つ
の
史
料
を
分
析
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
税
制
と
海
運
が
相
互
に
関
わ
り
を
保
ち
な
が
ら
運
営
さ
れ
た
事
情
に

つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
明
代
に
お
け
る
銀
納
化

へ
向
け
て
の
展
望
は
、
生
産
者

。

納
税
者
側
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
受
給
者
側
の
要
請
を
も
考

え

る
必
要
が

あ

り
、
本
稿
で
は
元
代
史

の
限
ら
れ
た

一
面
か
ら
す
る
仮
説
の
提
示
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
。
し
か
し
時
代

の
先
駆
け
を
な
す
経
済

の
発
展
は
先
進
地
帯

こ
そ
が
リ
ー
ド

す

る
と
考
え
る
の
で
、
元
代

の
浙
西
地
方
を
舞
台
と
す
る
政
治
と
経
済
と
社
会
に

つ
い
て
些
か
の
考
究
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

註①

拙
稿

「元
初
江
南
に
お
け
る
徴
税
体
糊
に
つ
い
て
」

(『
東
洋
史
研
究
』
第
三
二
巻

　
第

一
号

、

一
九
七
四
、
所
収
)
、　

「
元
代
江
南

の
豪
民
朱
清

.
張
瑤

に

つ

い

て
ー

そ

　

の
誅
殺
と
財
産
官
没

を

め
ぐ

っ
て
ー

」
　
(『
東
洋
史
研
究
』

第
二
七
巻
第
三
号
、

一

　
九
六
八
、
所
収
)　
(両
編
と
も

『元
代
江
南
政
治
社
会
史
研
究
』

一
九
九
七
、
所
収
)

　
参
照
。

②

拙
稿

「
元
代
江
南
投
下
領
の
分
賜
に
つ
い
て
」

(本
誌
第
五
三
号
、
一
九
九
六
、
所

　
収
、
ま
た

『
元
代
江
南
政
治
社
会
史
研
究
』
第

一
部
第
三
章
、
一
〇
七
頁
)
参
照
。

③

森
正
夫

『
明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究
』

(
一
九
八
八
)

の
終
章
、
六
四
五
頁
参

　
照
。
ま
た
周
良
臀

「明
代
蘇
松
地
区
的
官
田
与
重
賦
問
題
」　
(『歴
史
研
究
』
一
九
五
　

瓣



窓史

　
七
年
第

一
〇
期
、
所
収
)、
高
橋
孝
介

「清
朝
専
制
支
配
の
成
立
と

「小
土
地
所
有
者
」

　
ー

清
初
の
江
南
に
お
け
る

「重
賦
」
問
題
を
素
材
に
し
た
場
合
ー

」
　
(『歴
史
学

　
研
究
』
第
四
一=

号
、
一
九
七
五
、
所
収
)
参
照
。

④

『
正
徳
松
江
府
志
』
巻
六
に
載
せ
る
王
艮
の
議
案
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
延
祐
元
年
元
科
秋
糧
夏
税
六
十
五
万
三
千
九
百
余
石
、
延
祐
二
年
経
理
自
実
秋
夏

　
　
　
税
糧
七
十
六
万
五
千
余
石
。

　
拙
稿

「元
末
浙
西
の
地
方
官
と
富
民
-

江
漸
行
省
検
校
官
王
艮
の
議
案
を
め
ぐ
っ
て

　
ー

」　
(本
誌
第
五
六
号
、
一
九
九
九
、
所
収
)
参
照
。

⑤

拙
稿

「元
代
江
南
の
豪
民
朱
清

・
張
喧
に
つ
い
て
ー

そ
の
誅
殺
と
財
産
官
没
を
め

　
ぐ
っ
て
ー

」　
(註
①
、

『元
代
江
南
政
治
社
会
史
研
究
』
第
二
部
第
四
章
、
三
一
八

　

～
三

一
九
頁
)
参
照
。

⑥

森

正
夫

『
明
代
江
南
土
地
制
度

の
研
究
』

(註
③
)
、

及
び
拙
稿

「
元
末
浙
西

の
地

　
方
官
と
富
民
-

江
浙
行
省
検
校
官
王
艮
の
議
案
を
め
ぐ
っ
て
ー

」　
(註
④
)
参

　

照
。

⑦

森
正
夫

『
明
代
江
南
土
地
制
度

の
研
究
』

(
註
③
)
参
照
。

⑧

原
文

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

　

　
　
自
永
楽
北
遷
後
、
道
路
甚
遠
、
漕
運
倍
増
其
耗
、
由
是
民
不
堪
命

、
逋
負
死
亡
者

　

　
　
日
多
、
豈
非
浮
額
之
外
、
復
有
浮
額
乎
。

⑨

『
元
史
』
巻

二
四
、
至
大
四
年
十
月
戊
子

の
条
に
い
う
。

　

　
　
省
海
道
運
糧
万
戸
為

六
員
、
千
戸
為
七
所
。

　

海
山

(武
宗
)

は
至
大

四
年
正

月
庚
辰

(
八
日
)
に
崩

じ
、
愛
育
黎
抜
力

八
達
が
皇
帝

　

の
位

に
即

い
た
の
が
同
年
三
月
庚
寅

(
十
八
日
)
、
翌
年

の
至
大
五
年
を
皇
慶

元

年

と

　

改
元
す
る
詔
勅
が
発

せ
ら
れ
た
の
が
同
年
九
月
壬
子

で
あ

る
。
元
代

に
編
纂

の

『経

世

　

大
典
』

で
は
恐
ら
く

こ
の
よ
う
な
誤
り

は
冒
さ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
拙

稿

　

「
元
代
条

画
考
」
　
(
七
)　

(『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第

】
部
第

五

一
号
、

　

一
九
八

一
、

所
収
)
参

照
。

ま
た
高
栄
盛

「
元
代
官

田
芻
議
」
　
(『
元
史
及
北
方
民
族

　

史
研
究
集
刊
』

六
、

一
九
八
二
)

に
引
用
す
る
と
こ
ろ
は

『
永
楽
大
典
』

に
よ

っ
て

い

　

る
。

⑩

高

肪
、
字
顕
卿

は
大
名
元
城

の
人
。
潭
州
路
総
管

か
ら
中
政
院
同
知

、
中
書
参
知
政

　

事
と
な
り
、
至
大
二
年
に
江
浙
行
省
参
知
政
事

と
な

っ
た
。
経
済
方
面

に
有
能

で
あ

っ

　

た
ら
し
く
、

の
ち
に
鉄
木
迭
児

の
忌
む
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
　
『
滋
渓
文
稿
』
巻

一
一
に

　

神
道

碑
が
あ
る
が
、
本
件

に

つ
い
て
は
特
に
記

す
と

こ
ろ

は
な

い
。

⑪

こ
こ
に
は
令
旨
に
対
応
す
る

「敬

此
」
の
字
句
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
み
た

い
。

⑫

星
斌
夫

『
大
運
河
発
展
史
』

(
一
九
八
二
、
平
凡
社
)
に
載

せ
る

『
元
史
』
食
貨
志

　

の
海
運

の
訳
註
で
は
刑
部
侍
郎
王
仲
温
と
し
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ

る
。

⑬

四
件
目

の
部
分

の
み
は
、

万
戸
府
主
体

の
言

い
方

で

「
已
経
申
覆
省
府
、

未
奉
明

　
降
」
と
あ
る
。

そ
れ

に
続
く

「
如
准
海
道
万
戸
府
所
擬
、
似
為
相
応
」

の
文

が
江
浙
行

　
省

の
中
書
省

へ
の
咨
文

で
あ
る
。

「
戸
部
議
得
、
…
…
具
呈
照
詳
」

で
終
わ
る
と
こ
ろ

　

は
他
と
変
わ
ら
な
い
。

⑭

註
⑨

、
⑫
参
照
。

⑮

ω

は
海
道

万
戸
府
が
主
体
、
㈲

は
江
浙
行
省
が
主
体

、
ω

は
い
う
ま
で
も
な
く
戸
部

　
が
主
体
で
あ

る
。

⑯

『
元
史
』
巻

二
二
、
至
大
元
年

六
月
辛
丑

の
条

に
い
う
。

　
　
　
以
没
入
朱
清

・
張
喧
田
産
隷
中
宮
、
立
江
浙

財
賦
総
管
府

・
提
挙
司
。

⑰

『
永
楽
大
典
』

で
も

「
江
南

湖
広
糧
米
」
と
あ
る
。

し
か
し
こ
の
前
段
に

「
又
将
湖

　
広

.
江
西
等
処
起
運
糧
米
、
至
真

州
泊
水
湾
」
と
あ
り
、
前
掲

『
元
史
』
食

貨
志

の
省

　
略
部
分
に
も
こ
の
部
分
が
節
略
し
て
引
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
江
南

」
は

「
江

　

西
」

の
誤
り
と
考
え

た
い
。

⑱

拙
稿

「元
代
江
南
投
下
領
の
分
賜
に
つ
い
て
」
、

「
元
代
江
南
投
下
考
1

『元
典

　
章
』
文
書
に
み
る
投
下
と
有
司
の
相
剋
l

」、

「
元
代
の
賜
田
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
1

そ
の
返
還
の
動
向
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

」　
(い
ず
れ
も

『元
代
江
南
政
治
社

　
会
史
研
究
』
所
収
)
参
照
。
と
く

に
同
書
第

一
部
第
三
章
、

=

六
頁
、
同
第

五
章
、

　

一
五

八
頁
、

凶
六
九
頁
。

一
七
六
頁

な
ど
参
照
。

⑲

星
斌
夫

「
金
花
銀
考
」

(『
山
形

大
学
紀
要

(
人
文
科
学
)
』
九
-

一
、

一
九

七
八
、

　
所
収
、
ま
た

『
明
清
時
代
社
会
経
済
史

の
研
究
』

一
九
八
九
、
所
収
)
参

照
。

⑳

拙
稿

「
元
代

江
南

の
地
方
官
任

用
に

つ

い

て
」

(『
法
制
史
研
究
』
第
三
八
号
、

一

　
九

八
九
、
所
収

、

『
元
代
江
南
政
治
社
会
史
研
究
』
第

二
部
第

二
章
、
二
五

一
頁
)
参

　
照
。
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