
上

田

信
著

「
封

禁

・
開

採

・
弛

禁
―

清
代
中
期
江
西

に
お
け
る
山

地
開
發
」

(『東
洋
史
研
究
』
六

一
卷
四
号
)

清
代
中
期

の
中
国

は

「盛
世
」

と
呼
ば
れ

る
繁
栄

を
謳
歌

し
た
。

こ

の

繁
栄

の
要
因

の

一
つ
は
人

口

の
増

大

で
あ

り
、

そ
れ
は
山
間
部

に
お
け
る

商
品
生
産

や
開

墾

に
よ
り
支

え
ら
れ

た
。

し
か
し
山
間
部

の
商
品
生
産

や

開
墾

は
土
壌

流
出
と

い
う
環
境
劣

化
を
伴
う

も

の
で
も
あ

っ
た
。

こ

の
結

果
、

ま
ず
山

間
部

に
お
い
て
社
会

経
済
上

の
行
き
詰

ま
り
を
見

せ
、

こ
れ

が
十

八
世
紀

末

の
嘉
慶
白
蓮

教
徒

の
乱

の

一
因
と
な

っ
た
。

そ
し

て
こ

の

乱
を
契
機

に
繁
栄

は
終
息

し
、
以
後
、
清
末

の
混
迷
状
態

へ
と
転

が
り
込
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ん
で

い
く

こ
と
に
な
る
。

清
代

に
お

い
て
、
十
八
世
紀
半
ば

か
ら
十
九
世
紀
半
ば

ま
で

の

一
世
紀

と

は
、
以
上

の
よ
う
な
繁
栄

か
ら
混
迷

へ
の
長
期
変
容

の
プ

ロ
セ
ス
と

し

て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
本
論
文

の
著
者

上
田
信
氏

は
、

こ

の
プ

ロ
セ
ス
を

把
握

す

る
た
め

に
、
既

に

「
シ
ス
テ

ム
論
的

な
視
點

を
導

入
」

(
一
一
六

頁
)

し
、
「
生
態
環
境

の
領
域

を
視
野

に
納

め
る
」

(
一
一
七
頁
)
研
究

を

行

っ
て
き
た

(前
者

は

「史
的

シ
ス
テ
ム
論
と
物
質
流
―

十
八
世
紀
中

国
森
林
史

の
た

め
に
」

〔
『史
潮
』

三
十
八
号
、

一
九

九
六
年

〕
な
ど
、
後

者

は

『
森
と
緑

の
中
国
史
―

エ
コ
ロ
ジ

カ

ル

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試

み
』

〔岩
波

書
店
、

一
九
九
九
年
〕

な
ど
)
。

し
か
し
著
者

に
よ

る
と
、
「
こ
れ

は
變
容

を
理
解
し

よ
う

と
す

る
道

程

の
な

か
ば

に
す
ぎ

な

い
。
さ
ら

に
先

に
進

む
た

め
に
は
、

こ
の
變

容

の
た
だ
中

に
生
き

た
人
々
が

こ
の
變
容

を

ど

の
よ
う

に
認
識

し
、
ど

の
よ
う

に
對
應

し
て
き

た

の
か
を
明
ら

か
に
す

る
必
要
が

あ
」

(
一
一
七

頁
)
り
、

こ

の
見

地

か
ら

の
研
究

の
成
果

が

す

な
わ
ち
本
論

文

で
あ

る
。
具
体
的

に
い
え
ば

、
本
論
文

は
、
「
環
境

そ

の

も

の
が
も

つ
知
覺
情

報

に
着

目
」

(
一
一
七
頁

)
し
、
江
西

省

の
山
地

を

題
材

に
し

て
、
封
禁

・
開
採

・
弛
禁

の
三
極

の
中

で
揺
れ
動
く
対
応

お
よ

び
論
調

を
支

え
た
知
覚

シ

ス
テ

ム
に
つ
き
、
行
政
手

法
と

の
関
連

で
解

明

す

る
も

の
で
あ
る
。

「一 

封
禁

山
」

で
は
、
銅
塘

山

に
お
け

る
封
禁

の
変

遷

に

つ
い
て
、

明
代
正
統
年

間
か
ら
乾
隆
初

期
ま

で
を
概
観
す

る
。

明
代
正
統
年
間

の
反

乱

の
後
、
治
安

維
持

を
目
的

と
し

て
設
置
さ
れ

た
山

地
開

発
を
全
面
的

に

禁
止
す

る
封
禁

は
、
清
代

に
も
引

き
継
が
れ

た
。

し
か
し
そ

の
間
、
封
禁

の
解
除

を
巡

っ
て
議
論
が
あ

り
、

順
治
十
年

と
雍

正
三
年

に
治
安
維
持

の

面

か
ら
封
禁
を
継
続

す
る
旨

の
提
案
が

な
さ
れ
、
皇
帝
が

裁
可

し
て
い
る
。

そ
し

て
乾
隆
七
年

に
山
地
開
発
を
促

す
上
諭
が
下

さ
れ
る
と
、
銅
塘
山

に

関

し

て
も
乾
隆
九
年

に
、

江
西
巡
撫
離
任
直

後

の
陳
弘
謀
が
、
本

地
主
義

(現
地
住
民

の
資
力

と
労

力
を
用

い
る
)

に
基
づ

い
て
、
開
発

を
積
極

的

に
推

し
進

め
る
開
採

を
上
奏

し
た
。

「
二

開
採
論
」

で
は
、
陳
弘
謀

の
開
採

論

の
形
成

と
展
開

に
つ
い
て
、

江
西
巡
撫
時
代
と

そ

の
後

に
着
任

し
た
陝
西

巡
撫

時
代
を
比
較

す
る

こ
と

で
解

明
す

る
。
陳
弘
謀

は
、
江
西

と
陝
西

の
両
省

に
お
い
て
、
官

僚
制
末

端

の
知
州

・
知
県

に
対
し
、
山
地
情
報

を
巡
撫
ま

で
も

た
ら
す

こ
と
を
指

示
す

る

一
方
、

具
体

的
な
対
策

の
立
案

お
よ
び
そ

の
施
行

を
促

し

た
。

し

か
し
江
西
と
比
較

し

て
陝

西

で
は
詳
細

な
報

告
を
義
務
づ

け
る
と
と
も

に
、

自

ら
も
そ
れ

に
基
づ

き
具
体
的
な
指

示
を
与

え
た
。
陝
西
巡
撫
時

代

の
陳

弘
謀

は
、
山
地
開

発
を
森
林
資
源

の
活

用

に
よ
り
産
業

と
し
て
成
立
さ

せ

る

こ
と
と
位
置
づ

け

て
お
り
、

こ
こ
よ
り
彼

の
開
採
論

と
は
山
地

の
恒
産

化

で
あ

る
と

理
解

で
き
る
。

「
三

封
禁

か
ら
弛
禁

へ
」

で
は
、
銅

塘
山

に
お
け

る
乾
隆
初
期

か
ら

同
治
期
ま

で

の
封

禁

の
変
遷

を
概
観

す
る
。
陳
弘
謀

の
開

採
論

が
却
下

さ

れ
た
後
、
乾
隆

十
九
年

に
広
信
知
府

が
実
地
調
査

を
行

い
封
禁
策

の
再
確

認
を
求

め
た
が
、

こ
れ

は
陳
弘
謀

の
本
地
主
義

の
有
効

性
を
疑
問
視
す

る

も

の
で
あ

っ
た
。

そ

し
て
乾
隆

二
十

一
年

の
実
地

調
査

を
踏
ま
え

た
江

西

巡
撫
胡
寶
〓

の
上
奏
も
、
広

信
知

府

の
議
論
を

反
映
し

て
封
禁

の
徹
底

化

を
図

る
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
上
か
ら

の
封
禁
策

は
持
続
が
困
難

で
あ

っ
た
。
嘉
慶

期

の
広
信
知
府

は
、

封
禁

は
す

で
に
形
骸

化

し
、
土
着
有

力

者
が

な
し
崩

し
的

に
開
発

を
行

っ
て
い
る
と
し
て
、
現
状
を
踏

ま
え
て
、
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山
地

流
入

を
消
極
的

に
容
認
す

る
弛
禁

を
提
案

し
た
。

し
か
し
そ
れ

は
対

処
療

法
的

で
あ

り
恒

産
化

の
視
点
が
欠
如

す

る
点

で
開
採
論

と
は
異
な

る

も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
こ
の
弛
禁
論

も
受
け
入
れ
ら

れ
な

い
ま
ま
事
態

は
深
刻

化
し
、
同
治
期

ま

で
に
多
く

の
人
が
封

禁
区
域
内

に
流

入
し

て
人

口
は
六
、

七
千
人

に
達

し
た
。

こ
う

し
た
事
態

を
踏
ま
え
、
同
治

八
年

に

現
状
追
認

の
形

で
封
禁
が
解

除
さ
れ

た
。

「
四

生
態
環
境

と
知

覺
」

で
は
、
銅
塘
山

に
お
け

る
封
禁
が

失
敗

し

た
理
由

を
、

陳
弘
謀

と
胡
寶
〓

の
見
解

の
相
違

、
お
よ
び
九
嶺
山

の
封
禁

と

の
比
較

よ
り

明

ら

か

に

す

る
。

ま
ず

前

者

に

つ
い

て
、
陳

弘
謀

は

「刻

々
と
變

化
す

る
事
態

に
即
應

で
き

る
官

僚
機
構

を
組
織
」

(
一
三

七

頁
)

し
得
た

こ
と

で
銅

塘
山

に
開
採

可
能

性
を
見
出

し
得

た
が
、
胡
寶

〓
は

「
上
意
下
達

で
し
か
動

か
な
い
標
準

的
な
官
僚
機
構

し

か
持

て
な
か

っ

た
」

(
一
三
七
頁
)

こ
と

か
ら
封
禁

の
必
要
性

し
か
感

知
し
得
な

か

っ
た
。

そ
し
て
胡
寶
〓

の
路
線
が

継
続
さ

れ
た
こ
と

で
、
結
果

的

に
非
合
法

の
な

し
崩

し
的
開
発
が
進

み
、

現
状
追
認

の
弛

禁
を
将
来

さ
せ

て
し
ま

っ
た
と

す

る
。

ま
た
後
者

に

つ
い
て
は
、
銅
塘
山

と
類
似

の
経
歴

を
持

ち
な
が

ら

も
封
禁

を
維

持
し
得

た
九
嶺

山

の
事
例

と
比
較
し
、
ど

ち
ら
も
封
禁
地
域

内

の
税
糧

を

「
均
攤

(県

全
体

に
割

り
当

て
て
負

担
す

る
)
」
し

た
も

の

の
、
銅
塘

山

で
は

「
税
糧
負

擔
者

の
意
識

を

「
公
議
」

と
呼
ば

れ

る
よ
う

な
共

通

の
認

識

に
ま
で
高

め
ら
れ

な
か

っ
た
」

(
一
四
〇

頁
)

こ
と
が
失

敗

の
理
由

で
あ

っ
た
と
す

る
。

と

こ
ろ
で
本

論
文

で
考
察

す
る

「
封
禁
」

に

つ
い
て
、
著
者

に
よ
る
と
、

特
定
地
域

の
開

発
を
禁
止
す

る

こ
と

か
ら
単
純

に
環
境
保
全

と
評
価
さ

れ

る
こ
と
が
多

か

っ
た
。

し
か
し
著
者

は
、
生

態
環
境
が
有

す
る
知
覚
情
報

に
着

目
し
、
そ

の
価
値
が

当
時

の
人

々
に
知
覚

さ
れ

る
こ
と
で
、
恒

産
化

を
目
指
す
開
採
や
、
逆

に
経
済
的
利
益

を
放
棄

し

て
経
済
外
的

な
価
値

を

保
持

す
る
形

の
封
禁
が
選
択

可
能

で
あ

っ
た
こ
と
を
論

証
し

た
。

そ
し

て

特

に
後
者

に
関

し
て
、

「均

攤
」

こ
そ
が
可
視
化

さ
れ

な

い
生
態

環
境

の

価
値

を
社
会

的

に
顕
在
化

さ
せ
、
社
会

に
お
い
て
共
通
認
識
を
作

り
出

す

仕
組

み
に
な
り
得

た
と
指
摘
す

る
。
以
上

の
内
容

は
、
従
来

の

「
封
禁
」

理
解

に
比

べ
て
格
段

に
説
得
力

を
有
す

る
も

の
で
あ
り
、
本
論
文

は
環
境

史
研

究

に
お

い
て
高

く
評
価

さ
れ

る
べ
き

で
あ

る
。
そ

し
て
ま

た
、

「生

態
環
境
史

の
研
究

は
、
自
然

と
人
聞
と

の
關
係

を
、
そ

の
歴
史
的
文
脈

か

ら
切

り
離

す

こ
と
な
く
檢

討
す

る
も

の
で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」

(
一
四

一
頁
)

と

い
う
指

摘
も
、

ま
さ

に
当
を
得

た
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

し
か
し
な
が

ら
、
開
採

や
封

禁

の
実
現

に
あ

た
り
生
態
環
境

の
知
覚

を

要
す

る
こ
と
は
著
者
が
指
摘

す
る
通
り
だ

と
し
て
も
、
そ

の
論
証
過
程

が

や
や
不
十
分

で
は
な

い
か
と
評
者

に
は
感

じ
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
本
論

文

の
内
容

に
即
し

て
言
え
ば
、
銅
塘

山

に
お
い
て
実

質
的

成
果

の
得
ら

れ
る

開

採
や
封
禁
が
実

現
可
能

な
選
択

肢
と
し

て
存
在

し
て

い
た

の
か
、

こ
れ

を
論

文
構
成

に
引

き

つ
け

て
言

え
ば

、
結
論

は
妥
当

で
あ
る
も

の
の
そ
れ

を
導
く

に
あ

た

っ
て
十
分

な
論

証
を
経

た
の
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
、

評

者

は
や
や
懐
疑
的

で
あ

る
。

ま
ず
開
採

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
陳

弘
謀

の
開
採
論
が
実

質
的
な
成
果

を

収

め
た

か
否

か
が

鍵
と
な

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
著
者

は
、
陝
西
省

に
お
け

る
山

蚕
飼
育
を
念
頭

に
置

い
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

さ

て
開
採
が
成
果

を
収

め

た
と
言

い
得

る

た
め
に
は
、

山
地

の
恒
産
化
が

必
要
要
件
と

な
る
。

そ
し

て
恒
産
化

は
、
継
続

し
て
も

環
境
破

壊
を
も

た
ら
さ
な

い
こ
と

と
採
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算

が
確

保
さ
れ

る
こ
と

の
二

つ
の
要
素

よ
り
構
成
さ
れ

る
。

こ
れ
を
踏
ま

え

て
、
著
者
が
山

蚕
飼

育

に

つ
い
て
検
討

す
る
論
文

「
中
国

に
お
け

る
生

態

シ

ス
テ
ム
と
山
区
経
済

秦
嶺

山
脈

の
事

例

か
ら
」

(本
論
文

註
十

七
所
掲

)
を
見

る
と
、
「
陳
宏
謀

の
山
蚕

振
興
事
業

は
、
あ

る
程
度

の
成

果
を
上
げ

た
」

(同
前

一
一
二
頁

)
と
し
な
が
ら
も
、

「山

蚕
業
が
経
済
的

に
採
算
が

と
れ

て
い
た
の
か
否

か
、
陳
宏
謀

は
何
も
語

っ
て
く
れ
な

い
」

(同
前

一
一
三
頁
)

と
あ

る

の
み

で
、
採
算
性

に

つ
い
て

の
論
証

は
な
さ

れ
て

い
な

い
。

こ
の
論
文

の
後

半

で
著
者
が
論
証

す
る
よ
う

に
、
乾
隆
中

期
以
降

の
山
蚕
業

の
衰

退
原

因
が
生
態
学
的

な
環
境

以
外

に
求

め
ら
れ
る

と
し

て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
以
前

の
山
蚕
業

に

つ
い
て
採
算
が
確
保

さ
れ
て

い
た

こ
と
を
意
味

し
な
い
。
そ
し

て
陳
弘
謀

の
政
策

に
よ
り
陝
西
省

の
広

範
囲

で
山
蚕
飼
育
が
行

わ
れ
た
と
し

て
も
、
採
算
性

に
つ
い
て
の
明
確

な

論

証
が
な
さ
れ

な
い
以
上
、

こ
れ
を
も

っ
て
恒
産
化

と

み
な
す

こ
と
は
で

き
な

い
。
従

っ
て
、
陳

弘
謀

の
開
採
論
が
実
質
的

な
成
果
を
収

め
た
か

に

つ
い
て
は
、

な
お
論

証
を
要
す

る
事
項

で
あ

る
と
言
わ
ざ

る
を
得

な

い
。

封
禁

に

つ
い
て
は
、
九
嶺
山
が
銅
塘
山

と
類
似

の
経
歴

を
持

つ
に
も

か

か
わ
ら
ず
、
正

反
対

の
結
果
が
生

じ
た
こ
と

に
着

目

し
て
比
較

し

て
い
る

が
、
評
者

に
は
両
者

の
本
来
的
な
差

異
も
看

過

で
き

な
い
と
感

じ
ら
れ

た
。

そ

の
代
表
的

な
も

の
が
領
域
的
な
差

異
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
九
嶺
山

は

基
本
的

に
新
昌

県
内

に
収
ま

る
小
規
模

な
も

の
で
あ

る
が
、

銅
塘
山

は
江

西
省

内
だ
け

で
も
上
饒

・
広
豊

二
県

に
跨

る
大
規
模
な
も

の
で
あ

る
。
公

議

と

い
う
も

の
を
考

え
て
も
、
小
規
模

で

一
県

に
収

ま
れ
ば

そ

の
県

で
ま

と
ま

る
こ
と

は
容
易

で
あ
ろ
う
が
、
大
規

模

で
両
県

に
跨

る
場
合

は
、
県

単
位

で
ま
と
ま
れ
な

い
分
、

よ
り
困
難

に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

そ

し
て
封

禁
が
成
果

を
収

め
る

に
あ

た

っ
て
公
議

の
形
成
が
重

要

で
あ

る
と

す

れ
ば

、
両
者

の
本
来
的

な
差
異
を
踏

ま
え
た
上

で
の
詳
細

な
比
較
検
討

が
必
要

と
な
ろ
う
。

以

上
、
開
採

に
せ
よ
封
禁

に
せ

よ
、
本
論

文

の
論
証

は
な
お
十

分
で
は

な
く
、
も
う

一
歩
踏

み
込
ん
だ
考
察
が
必
要

で
あ
る

よ
う

に
感

じ
ら
れ
た
。

お
よ
そ
歴
史
学

は
限

ら
れ
た
史
料

で
論
証

し
な
け
れ
ば

な

ら
な

い
た
め
、

評
者

の
見
解

は
無

い
も

の
ね
だ
り

に
過
ぎ

な

い
の
か
も

し
れ
な

い
。
し

か

し
、
論
文

の
主
旨

は
説

得
力
が
あ

る
だ
け

に
、
論
証
も

ま
た
同
様

に
説
得

力
が
あ

る
も

の
を
望

み
た

い
と
い
う

の
が

評
者

の
率
直

な
感

想

で
あ

る
。

な

お
最
後

に
、
以
上

の
こ
と
と
若

干
関

連
す

る
が
、
論

文
形
式

や
史
料

読
解

に
関

し
て
、
論
文

の
主
旨

と
は
直
接
関
係

し
な

い
部
分

に
お

い
て
多

少

の
粗

さ
が
見

受
け
ら
れ

た
。

そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
み
言

及
す
る
と
、
前
者

に
関

し
て
は
、

本
文

で
註
十

八
お
よ
び
三
十
三
が
欠
落

し

て
い
る
。
後
者

に
関

し
て
は
、
九
嶺
山

で
の
紛
争

に
つ
い
て

「彭
朝

七
な
ど

は
…
律

に
照

ら

し

て
斷
罪

さ
れ

た
」

(
一
三
九
頁

)
と
述

べ
る
が
、
著
者

が
引

用
す

る

『
(同
治

)
新
昌
縣

志
』
巻

八
、

分
〓

に
よ

る
と
、
按

察
使

の
上
行

文

に

は

「彭
朝

七
等
、
本
應
以
違
禁
科

罪
、
但
念
愚

民
無

知
犯
法
、
…
量
予
重

杖
」

と
あ
り
、
そ
れ

に
対

す

る
巡
撫
批

に
も

「
彭
朝
七
、
本
應
重
處
、

姑

念
愚

民
無
知
誤
認
、
從
寛
姑

依
擬
發
落
」

と
あ
る

よ
う

に
、
律

に
照
ら

し

て
断

罪
さ
れ

て
い
な

い
こ
と

は
明
白

で
あ

る
。

(鈴
木

秀
光
)
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