
北
宋
時
代
の
盜
�
重
法

德

永

洋

介

は
じ
め
に

第
一
違

北
宋
�
�
の
治
安
立
法
と
盜
�
問
題

第
二
違

盜
�
重
法
の
成
立
と
展
開

第
三
違

北
宋
後
�
の
盜
�
重
法

︱
︱
元
豐
敕
と
元
祐
敕
の
は
ざ
ま
で
︱
︱

結
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

宋
代
の
治
安
立
法
の
な
か
で
も
︑
英
宗
の
治
�
二
年

(一
〇
六
五
)
か
ら
徽
宗
の
大
觀
二
年

(
一
一
〇
八
)
に
か
け
て
施
行
さ
れ
た
盜
�
重
法

は
ひ
と
き
わ
衣
�
を
放
つ
存
在
で
あ
る
︒
こ
れ
は
北
宋
時
代
を
�
じ
て
群
盜
や
軍
�
な
ど
の
盜
�
集
團
が
相
繼
ぎ
發
生
し
社
會
不
安
が
深
刻
�

す
る
な
か
で
登
場
し
た
も
の
で
︑
治
安
上
の
重
點
地
域
と
さ
れ
た
州
縣
で
强
盜
や
劫
盜

(持
仗
强
盜
)
を
犯
せ
ば
︑
�
常
の
盜
罪
に
比
べ
て
格

段
に
重
い
處
罰
を
�
け
る
も
の
と
さ
れ
た
ほ
か
︑
こ
れ
ら
の
犯
罪
者
を
�
っ
た
り
各
種
の
�
宜
を
供
與
す
る
窩
藏
に
對
し
て
も
嚴
罰
を
以
て
臨

ん
だ
と
こ
ろ
に
顯
著
な
特
�
が
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
こ
の
法
規
で
は
捕
盜
官
の
任
用
か
ら
賞
罰
︑
吿
發
者
に
對
す
る
恩
賞
な
ど
に
わ
た
る
ま
で

廣
鋭
な
內
容
が
盛
り
こ
ま
れ
て
お
り
︑
さ
な
が
ら
總
合
�
な
盜
�
對
策
法
の
觀
を
�
し
て
い
た
︒

む
ろ
ん
盜
�
重
法
が
�
用
さ
れ
る
重
法
地
分
は
盜
�
が
頻
發
す
る
一
部
の
州
縣
に
と
ど
ま
る
も
の
な
が
ら
︑
そ
れ
が
と
り
わ
け
宋
代
に
必
�

と
さ
れ
た
社
會
�
背
景
と
し
て
︑
佐
伯
富
氏
は
�
世
中
國
の
專
制
國
家
が
財
源
確
保
の
目
�
で
實
施
し
た
專
賣
制
度
が
密
賣
組
織
の
橫
行
と
盜
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�
集
團
に
よ
る
犯
罪
行
爲
を
增
加
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
論
じ
た(1

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
梅
原
郁
氏
は
佐
伯
氏
の
議
論
を
ひ
と
ま
ず
�
め
つ
つ

も
︑
宋
代
に
頻
發
し
た
集
團
犯
罪
は
大
量
の
犯
罪
者
や
潛
在
�
な
危
險
分
子
を
廂
軍
や
 
檢
�
下
の
雜
軍
に
組
み
こ
ん
だ
𠛬
罰
制
度
の
あ
り
方

と
密
接
に
關
わ
っ
て
お
り
︑
盜
�
重
法
も
こ
う
し
た
事
態
に
對
應
し
て
施
行
さ
れ
た
治
安
政
策
の
一
齣
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た(2

)
︒
し

か
し
︑
佐
伯
・
梅
原
の
兩
氏
と
も
こ
の
法
規
が
徽
宗
!
の
比
�
�
早
い
時
�
に
廢
止
さ
れ
た
事
實
を
見
落
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
と
く
に

佐
伯
氏
の
"
說
に
は
盜
�
重
法
が
�
$
�
に
國
都
の
開
封
を
含
む
&
'
の
地
域
で
�
用
さ
れ
た
と
考
え
る
點
で
大
き
な
(
解
が
あ
る
︒
ま
し
て

氏
の
强
)
す
る
と
お
り
盜
�
問
題
の
*
�
な
原
因
が
宋
代
以
影
の
專
賣
制
度
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
の
種
の
治
安
立
法
が
な
ぜ
北
宋
後
�
に
し

か
見
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
當
然
生
じ
る
︒
さ
ら
に
梅
原
氏
の
見
解
に
し
て
も
︑
宋
代
の
+
料
で
は
盜
�
の
窩
藏
が
集
團
犯
罪
の
頻
發

と
關
聯
し
て
つ
ね
に
問
題
に
な
る
と
営
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
盜
�
重
法
が
窩
藏
の
取
り
閲
ま
り
に
格
別
,
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
は

い
っ
さ
い
觸
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
盜
�
重
法
を
め
ぐ
る
事
實
關
係
に
は
い
ま
だ
解
-
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
少
な
く
な
く
︑
從
來
の
議
論
に
も
多
く
の
點
で
再
考

の
餘
地
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
た
だ
︑
そ
の
な
か
で
唯
一
の
例
外
と
言
え
る
の
は
︑
淸
末
の
法
務
官
僚
薛
允
升
の
見
解
で
あ
ろ
う
︒

彼
は
-
律
が
强
盜
や
竊
盜
と
は
別
に
盜
�
の
窩
*
に
特
定
し
た
條
項
を
怨
た
に
設
け
︑
盜
犯
の
宿
*
と
な
っ
た
り
盜
品
の
故
買
に
與
っ
た
者
に

も
强
盜
や
竊
盜
と
同
等
か
こ
れ
に
準
ず
る
罪
科
に
問
う
と
-
記
し
て
い
る
こ
と(3

)
に
着
目
し
︑
こ
の
法
�
が
直
接
に
は
元
制
の
强
竊
盜
�
窩
*
例(4

)

に
依
據
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
︑
實
際
に
は
北
宋
後
�
に
も
同
樣
の
法
�
規
制
が
盜
�
重
法
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
た
事
實
を

指
摘
し
た(5

)
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
宋
代
に
盜
�
の
窩
藏
が
治
安
上
の
懸
案
と
な
る
な
か
で
︑
こ
れ
を
*
�
な
規
制
の
對
象
と
す
る
盜
�
重

法
が
ま
ず
整
備
さ
れ
︑
�
$
�
に
は
-
律
の
條
�
に
歸
着
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
宋
代
以
影
︑
盜
�
行
爲
に
對
す
る
國
家
の
對
應
が
-
ら

か
に
變
わ
っ
た
こ
と
を
い
み
じ
く
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

上
記
の
よ
う
に
︑
た
と
え
北
宋
後
�
の
四
十
三
年
閒
に
施
行
さ
れ
た
だ
け
に
せ
よ
︑
盜
�
重
法
が
盜
罪
に
關
わ
る
法
律
の
あ
り
方
に
大
き
な

劃
�
を
も
た
ら
し
た
こ
と
や
︑
そ
れ
が
の
ち
の
治
安
立
法
に
與
え
た
影
0
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
︑
こ
の
法
規
の
實
宴
を
問
い
直
す
作
業
は
や
は
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り
1
け
て
�
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
盜
�
重
法
の
登
場
か
ら
$
焉
ま
で
の
經
雲
を
た
ど
り
な
が
ら
︑
當
該
の
法
規
が
宋

代
の
治
安
政
策
に
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
歷
+
�
,
義
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

第
一
違

北
宋
�
�
の
治
安
立
法
と
盜
�
問
題

古
來
︑
中
國
で
は
國
家
秩
序
に
對
す
る
あ
ら
ゆ
る
4
5
行
爲
を
﹁
盜
﹂﹁
�
﹂﹁
寇
﹂
な
ど
の
語
で
一
括
し
た
よ
う
に
︑
盜
�
重
法
が
對
象
と

す
る
盜
�
に
つ
い
て
も
︑
�
常
の
竊
盜
犯
や
强
盜
犯
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
廣
く
治
安
を
亂
す
不
法
行
爲
の
範
疇
で
捉
え
る
必
�
が
あ
る
︒
具
體
�

な
定
義
と
し
て
は
︑
南
宋
中
頃
の
例
な
が
ら
︑
慶
元
捕
6
令
の
7
の
法
�
が
恰
好
の
手
が
か
り
を
與
え
て
く
れ
る
︒

諸
て
︑
�
盜
發
す
れ
ば
︑
本
州
は
卽
時
に
籍
に
:
す
︒
强
盜
;
び
殺
人
の
�
は
三
日
を
限
り
て
奏
し
︹
兇
惡
群
盜
の
界
に
入
る
︑
或
い
は

已
經

す

で

に
奏
至
る
に
界
を
出
づ
る
は
︑
曾
て
作
&
せ
ず
と
雖
も
︑
こ
れ
に
准
ず
︒︺︑
;ま

た
提
點
𠛬
獄
・
提
擧
�
盜
司
に
申
す
︹
謀
@
;
び
州

縣
鎭
寨
內
の
劫
盜
︑
或
い
は
諸
軍
の
結
集
せ
る
强
盜
︑
若
し
く
は
强
盜
七
人
以
上
な
る
者
は
︑
仍
お
轉
A
司
に
申
す
︒︺︒
仍
お
捕
盜
官
の

印
紙
に
批
書
す
︒
監
司
は
至
る
"
に
て
印
紙
を
取
索
し
て
點
檢
し
︑
提
點
𠛬
獄
司
は
每
歲
の
六
D
・
十
二
D
の
$
り
に
︑
各
お
の
諸
州
の

已
に
獲と

ら

え
た
る
︑
;
び
百
日
に
滿
つ
る
も
い
ま
だ
獲
え
ざ
る
火
數
を
具そ
な

え
︑
7
季
に
限
り
て
以
て
聞
す
︹
强
盜
は
D
ご
と
に
一
7
︑
已
未

獲
の
人
數
を
具
え
て
︑
尙
書
𠛬
部
に
申
す(6

)
︒︺︒

も
と
よ
り
法
�
の
內
容
は
宋
初
以
來
の
盜
�
對
策
の
積
み
重
ね
を
い
わ
ば
集
J
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
定
義
を
直
ち
に
宋
代
K
般
に
L
衍
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
だ
が
︑
當
時
の
�
獻
が
盜
�
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
に
は
︑
そ
れ
が
暴
力
や
脅
M
を
と
も
な
う
强
盜
や
强
盜
殺
傷

を
あ
く
ま
で
基
本
と
し
な
が
ら
も
︑
劫
盜
・
群
盜
・
軍
�

(
諸
軍
結
集
强
盜
)
な
ど
と
稱
さ
れ
る
盜
�
集
團
も
し
く
は
武
裝
集
團
が
行
う
各
種

の
不
法
行
爲
を
廣
く
含
ん
で
い
た
こ
と
は
上
記
の
法
�
か
ら
み
て
も
-
ら
か
で
あ
ろ
う(7

)
︒

さ
て
N
律
の
定
義
に
よ
れ
ば
︑
强
盜
は
﹁
財
を
得
ざ
る
は
︑
徒
二
年
︒
一
尺
は
徒
三
年
︒
二
疋
ご
と
に
一
等
を
加
え
︑
十
疋
;
び
人
を
傷
つ

け
た
る
者
は
O
﹂
と
あ
る
ほ
か
︑
武
器
や
棍
棒
を
用
い
て
强
盜
を
行
う
持
仗
强
盜

(
劫
盜
)
は
︑﹁
財
を
得
ず
と
雖
も
︑
液
三
千
里
︒
五
Q
な
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れ
ば
O
︑
人
を
傷
つ
け
し
者
は
斬
﹂
(以
上
︑
�
盜
三
四
)
と
あ
る
と
お
り
︑
爾
來
︑
�
常
の
强
盜
よ
り
も
重
く
處
罰
さ
れ
る
の
が
�
則
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
︑
N
末
五
代
に
は
盜
�
や
私
鹽
の
徒
が
盛
ん
に
活
動
す
る
な
か
で
嚴
罰
�
が
R
み
︑
後
漢
の
一
時
�
に
は
﹁
盜
�
は
贓
の
多
少
を

問
う
な
く
︑
皆
な
死
に
抵あ

つ(8
)

﹂
と
さ
れ
た
ほ
か
︑
こ
の
峻
法
の
解
U
を
め
ざ
し
て
後
周
が
顯
德
五
年

(
九
五
八
)
に
發
し
た
敕
で
さ
え
︑﹁
今

後
︑
應あ

ら

ゆ
る
持
仗
行
劫
は
贓
あ
る
と
贓
な
き
を
問
わ
ず
︑
竝
び
に
死
に
處
す
︒
そ
の
同
行
の
劫
�
の
內
に
持
仗
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
︑
亦
た
與と
も

に

同
罪
︒
そ
の
餘
の
强
盜
と
稱
す
る
者
は
︑
律
�
に
准
じ
て
處
分
す(9

)
﹂
と
あ
る
と
お
り
︑
と
り
わ
け
劫
盜
犯
に
は
�
常
の
强
盜
犯
と
は
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
嚴
し
い
處
斷
が
待
ち
�
け
て
い
た
︒

宋
は
こ
う
し
た
五
代
の
峻
𠛬
を
X
和
す
べ
く
︑
臀
杖
・
脊
杖
・
�
役

(徒
役
)
を
基
本
と
す
る
*
𠛬
の
し
く
み
を
整
え
︑
�
液
・
�
軍
・
Y

管
・
羈
管
な
ど
の
Y
�
を
�
宜
附
加
す
る
犯
罪
者
處
罰
の
體
系
を
發
Z
さ
せ
た
︒
强
盜
法
や
竊
盜
法
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
と
竝
行
す
る
か
た
ち

で
改
正
が
R
め
ら
れ
︑
太
祖
の
円
隆
三
年

(九
六
二
)
に
は
强
盜
を
死
罪
に
處
す
�
件
を
大
幅
に
X
和
す
る
と
と
も
に(10

)
︑
從
來
の
鎭
將
に
代
え

て
縣
尉
と
弓
手
を
再
び
�
置
し
︑
劫
盜
と
殺
人
�
に
焦
點
を
合
わ
せ
た
捕
盜
體
制
の
整
備
を
R
め
た(11

)
︒
そ
の
後
も
乾
德
五
年

(九
六
七
)
に
劫

盜
を
一
律
に
死
罪
と
す
る
の
を
や
め
︑
盜
犯
が
傷
5
行
爲
に
;
ば
な
い
限
り
︑
贓
額
に
應
じ
て
量
𠛬
す
る
方
針
に
切
り
替
え
る
な
ど(12

)
︑
]
度
か

の
法
改
正
を
經
て
︑
仁
宗
の
景
祐
二
年

(一
〇
三
五
)
に
は
よ
う
や
く
以
後
の
基
本
原
則
と
な
る
强
盜
法
が
確
定
し
た
︒
こ
の
改
正
法
で
は
律

の
𠛬
名
が
復
活
し
た
た
め
︑
お
お
む
ね
律
の
强
盜
法
と
�
似
し
た
外
見
を
�
し
な
が
ら
も
︑
盜
贓
六
貫
以
上
の
强
盜
犯
を
は
じ
め
︑
持
仗
强
盜

(劫
盜
)
の
う
ち
死
罪
と
な
ら
な
い
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
︑
�
軍
𠛬
に
處
し
て
社
會
�
に
^
離
す
る
方
式
が
-
確
に
組
み
こ
ま
れ
た(13

)
︒
竊
盜
法

の
內
容
も
こ
れ
に
_
せ
て
修
正
さ
れ
た
が(14

)
︑
�
代
以
來
の
峻
𠛬
が
ひ
と
ま
ず
拂
拭
さ
れ
︑
宋
代
の
𠛬
罰
制
度
が
怨
た
な
段
階
を
`
え
た
,
義
は

改
め
て
:
,
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
︑
國
都
開
封
で
は
宋
初
以
來
の
a
𠛬
*
義
と
は
b
行
す
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
京
城
の
持
仗
竊
盜
も
財

を
得
る
こ
と
錢
四
千
た
れ
ば
︑
亦
た

刺
い
れ
ず
み

し
て
兵
と
爲
す(15

)
﹂
と
の
詔
敕
が
出
さ
れ
た
︒
李
燾
が
﹁
是
れ
よ
り
盜
法
は
惟
だ
京
城
の
み
重
き
を
加

う
る
も
︑
餘
は
舊も

と

に
視く
ら

べ
て
益
ま
す
aゆ
る

し
﹂
と
n
す
る
と
お
り
︑
同
じ
盜
罪
で
あ
っ
て
も
開
封
城
內
で
は
�
常
よ
り
重
い
處
罰
が
待
ち
�
け
て
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い
た
の
で
あ
る
︒
佐
伯
富
氏
は
こ
こ
に
盜
�
重
法
の
濫
觴
を
求
め
る
が(16

)
︑
後
年
に
﹁
京
城
竊
盜
常
法
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
例
も
あ
る
よ
う
に
︑
そ

れ
は
あ
く
ま
で
𠛬
法
上
の
特
例
地
域
を
設
け
た
點
に
お
い
て
共
�
す
る
と
い
う
だ
け
で
︑
嚴
密
に
は
重
法
と
は
系
瓜
の
衣
な
る
特
別
法
で
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う(17

)
︒

む
し
ろ
︑
こ
こ
で
:
,
を
�
す
る
の
は
︑
一
聯
の
法
改
正
の
直
後
に
出
さ
れ
た
7
の
詔
敕
で
あ
る
︒

印
た
詔
し
て
︑
能
く
群
盜
の
人
を
劫
殺
す
る
を
吿
せ
し
者
あ
ら
ば
︑
十
人
以
上
に
は
錢
十
萬
を
賞
し
︑
十
人
に
;
ば
ず
と
も
︑
數
を
計
え

て
こ
れ
を
給
せ
し
む
︒
(﹃
長
Y
﹄
卷
一
一
七
︑
景
祐
二
年
八
D
丙
辰
)

直
接
に
は
劫
盜
殺
人
を
吿
發
し
た
者
に
は
犯
人
の
數
に
應
じ
て
恩
賞
を
與
え
る
と
い
う
に
&
ぎ
な
い
が
︑
�
揭
の
慶
元
捕
6
令
が
强
盜
七
人
以

上
を
一
つ
の
基
準
と
し
た
の
と
同
じ
く
︑
具
體
�
な
盜
�
の
人
數
を
擧
げ
て
當
局
の
對
應
を
-
示
し
て
い
る
こ
と
自
體
︑
盜
�
集
團
の
不
法
行

爲
が
す
で
に
坐
視
で
き
な
い
段
階
に
き
て
い
た
事
p
を
裏
書
き
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い(18

)
︒
し
か
も
︑
こ
の
種
の
犯
罪
行
爲
は
黃
河
下
液
域

に
位
置
す
る
河
北
と
京
東
で
と
く
に
顯
著
で
あ
り
︑
當
地
で
は
十
一
世
紀
の
初
め
か
ら
深
刻
な
被
5
が
た
び
た
び
記
錄
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
自
然
條
件
と
s
�
の
�
衝
と
い
う
地
の
利
を
生
か
し
て
�
活
動
を
一
種
の
副
業
と
み
な
す
氣
風
も
ま
た
根
强
く
存
在
し
て
い
た(19

)
︒

舊
錄
に
云
わ
く
︑
初
め
京
東
の
諸
路
に
は
人
の
t
い
て
盜
を
爲
す
處
あ
り
︒
上
等
の
稅
戶
と
雖
も
︑
豐
歲
に
在
り
て
寇
攘
剽
劫
し
て
畏
憚

す
る
と
こ
ろ
な
し
︒
し
か
も
儕
類
相
い
與
に
こ
れ
が
嚢
槖
を
爲
す
が
故
に
𠛬
名
は
他
路
に
視
べ
て
重
き
を
加
え
︑
以
て
そ
の
心
を
y
ら
さ

ん
と
す
︒
(﹃
長
Y
﹄
卷
四
〇
九
︑
元
祐
三
年
四
D
丁
酉
)

こ
の
地
方
を
た
び
た
び
襲
っ
た
災
5
や
饑
饉
が
盜
�
の
發
生
に
繫
が
る
場
合
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
︑
實
際
に
は
黃
河
の
治
水
事
業
や
汴
河

の
堰
堤
工
事
の
た
め
に
投
入
さ
れ
た
多
數
の
勞
役
兵
や
軍
z
內
部
の
不
{
分
子
が
し
ば
し
ば
盜
�
行
爲
に
;
ん
だ
ば
か
り
か(20

)
︑
そ
の
多
く
が
犯

罪
者
出
身
と
い
う
事
p
も
手
傳
っ
て
︑
|
6
を
重
ね
て
は
盜
�
に
身
を
投
じ
る
例
が
跡
を
絕
た
な
か
っ
た
︒
神
宗
の
治
世
に
李
琮
が
﹁
自
來
︑

河
北
・
京
東
は
常
に
盜
�
に
苦
し
む
も
︑
京
東
は
尤
も
甚
だ
し(21

)
﹂
と
営
べ
︑
蘇
軾
が
徐
州
知
事
と
し
て
﹁
京
東
の
惡
盜
は
多
く
|
軍
に
出
で
︑

|
軍
が
盜
と
爲
ら
ば
︑
民
は
則
ち
風
を
�
み
て
こ
れ
を
畏
る(22

)
﹂
と
語
っ
た
軍
�
の
跳
梁
は
︑
早
く
も
こ
の
頃
か
ら
現
實
問
題
と
�
し
て
い
た
の
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で
あ
る
︒

そ
の
た
め
政
府
は
縣
尉
と
は
別
に
路
や
州
ご
と
に
複
數
の
 
檢
區
を
置
く
な
ど
︑
早
く
か
ら
捕
盜
體
制
の
强
�
に
努
め
た
が(23

)
︑
 
檢
が
�
い

る
土
軍
に
は
�
軍
さ
れ
た
犯
罪
者
や
無
賴
の
徒
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
お
り(24

)
︑
縣
尉
の
�
下
で
現
地
の
事
p
に
も
精
�
し
た
弓
手
に
比
べ
て

ほ
と
ん
ど
用
を
爲
さ
な
か
っ
た(25

)
︒
但
し
︑
そ
の
弓
手
に
し
て
も
︑
か
ね
て
か
ら
因
緣
の
あ
る
縣
の
胥
�
や
豪
民
の
協
力
に
�
う
部
分
が
大
き
く
︑

人
�
關
係
の
如
何
に
よ
っ
て
は
凶
惡
犯
で
す
ら
あ
え
て
取
り
|
し
て
し
ま
う
場
面
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た(26

)
︒
縣
尉
や
 
檢
を
基
本
と
す
る
捕
盜

體
制
が
こ
の
よ
う
に
貧
�
で
あ
て
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
︑
本
來
は
取
り
閲
ま
る
側
の
者
が
盜
�
と
氣
�
を
�
じ
て
い
た
り
︑
時
に
は
盜
�

と
同
然
の
不
法
行
爲
を
は
た
ら
く
あ
り
さ
ま
で
は
︑
人
々
が
盜
�
の
被
5
を
官
司
に
訴
え
て
出
る
ど
こ
ろ
か
︑
い
っ
そ
盜
�
に
協
力
し
た
ほ
う

が
そ
の
報
復
を
1
け
ら
れ
る
と
考
え
る
の
は
ご
く
自
然
な
液
れ
で
あ
っ
た
︒

凡
そ
�
盜
あ
ら
ば
︑
多
く
村
耆
の
吿
屬
す
る
と
こ
ろ
と
爲
り
︑
或
い
は
被
劫
の
家
に
抑
+
し
て
錢
物
を
私
陪
せ
し
む
れ
ど
︑
�
め
て
申
報

せ
ず
︑
;
び
�
人
の
數
目
を
減
落
し
て
科
校

ち
ょ
う
さ

を
規
1
す
れ
ど
︑
�
の
敗
る
る
に
至
る
に
;
び
︑
卽
�

た
だ
ち

に
陳
首
す
︒
�
ね
て
�
村
の
內
に
は

多
く
�
盜
・
|
軍
;
び
諸
の
惡
跡
の
人
を
藏か

く

し
︑
或
い
は
�
財
を
利
と
し
︑
或
い
は
讎
報
を
懼
れ
て
︑
竝た

え
て
官
に
吿
せ
ず
︒
(﹃
宋
會
�
﹄

兵
一
一

−

一
〇
︑
天
�
二
年
二
D
二
十
二
日
)

こ
う
し
た
狀
況
は
と
か
く
國
家
の
瓜
制
が
;
び
に
く
い
地
方
の
事
柄
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
が
ち
だ
が(27

)
︑
こ
こ
で
銘
記
し
て
お
く
べ
き
は
︑
そ

れ
が
邊
地
以
外
で
も
か
な
り
廣
鋭
に
見
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
一
般
の
民
戶
ま
で
が
時
に
は
盜
�
の
窩
藏
に
手
を
貸
す
の
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
盜
�
の
被
5
が
深
刻
な
地
域
で
は
︑
民
閒
に
も
自
ら
�
を
捕
�
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
つ
ど
州
縣
當
局
の

妨
礙
に
あ
い
實
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事
例
も
少
な
く
な
い
︒

三
門
白
波
發
A
�
梁
吉
甫
言
え
ら
く
︑
諸
處
に
て
盜
�
結
集
す
れ
ど
も
︑
捕
を
願
う
者
は
多
く
官
の
制
す
る
と
こ
ろ
と
爲
り
︑
そ
の
方
略

を
盡
す
を
得
ず
︒
�
う
ら
く
は
︑
自
今
︑
人
を
募
り
て
皆
な
に
給
す
る
に
は
�
符
を
以
て
し
︑
自
ら
�
縣
に
お
い
て
糾
集
し
て
こ
れ
を
掩
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捕
す
る
を
許
せ
︒
こ
れ
を
捕
え
ん
と
し
て
獲
え
し
者
に
は
︑
賞
す
る
に
�
の
隨
身
の
物
を
以
て
し
︑
仍
お
人
數
を
量
り
て
別
に
酬
奬
す
べ

し
︑
と
︒
こ
れ
に
從
う
︒
(﹃
長
Y
﹄
卷
一
二
九
︑
康
定
元
年
十
一
D
甲
寅
)

官
憲
が
こ
の
種
の
自
警
團
の
活
動
に
否
定
�
な
態
度
を
示
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
か
つ
て
宮
崎
市
定
氏
が
論
じ
た
結
社

の
存
在
で
あ
ろ
う
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
宋
代
に
は
民
閒
で
武
藝
を
t
い
た
い
と
い
う
若
者
が
集
ま
っ
て
社
を
つ
く
り
︑
武
藝
者
の
敎
頭
を
�
う
こ

と
が
液
行
っ
た
た
め
︑
こ
れ
が
治
安
上
の
頭
痛
の
種
と
な
る
の
を
怖
れ
た
政
府
は
繰
り
�
し
嚴
し
い
禁
令
を
出
し
て
取
り
閲
ま
っ
た(28

)
︒

事
實
︑
こ
う
し
た
結
社
は
︑
宮
崎
氏
が
擧
げ
る
京
東
の
淄
州
や
濟
州
を
は
じ
め
︑
同
じ
く
盜
�
が
多
發
す
る
河
北
や
河
東
・
陝
西
な
ど
で
も

官
憲
と
の
閒
に
た
び
た
び
悶
着
を
�
こ
し
て
い
た(29

)
︒
仁
宗
の
天
�
年
閒

(一
〇
二
三
～
三
一
)
︑
陝
西
の
耀
州
で
�
き
た
事
件
は
そ
の
實
態
を
傳

え
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
︒

縣
人
の
李
氏
は
豪
富
の
無
賴
に
し
て
︑
盜
�
の
嚢
槖
を
爲
し
︑
惡
少
年
數
十
百
人
を
聚
集
し
て
相
い
與と

も

に
社
を
爲
り
︑
號
し
て
沒
命
と
曰

う
︒
民
に
吉
兇
聚
會
あ
ら
ば
︑
卽
ち
に
群
�
し
て
そ
の
飮
食
を
責も

と

め
︑
席
端
に
倨
坐
し
︑
,
氣
自
若
と
し
て
︑
醉
 
す
れ
ば
乃
ち
去
る
︒

會
人
の
語
言
に
己
と
忤
る
を
得
れ
ば
︑
則
ち
氣
に
乘
じ
て
呼
讙
忿
爭
し
て
︑
一
人
を
推
7
す
︒
裝
い
は
死
囚
の
𠛬
に
就
く
の
狀
の
如
く
︑

力
を
極
め
て
死
闘
し
︑
人
を
殺
傷
す
れ
ど
︑
捕
得
す
れ
ば
︑
獨
り
一
身
を
以
て
衆
人
の
罪
を
�
牣
せ
し
む
︒
邑
里
患
い
て
こ
れ
を
畏
る
る

も
︑
こ
れ
を
如
何
と
も
す
る
な
け
れ
ば
︑
則
ち
相
い
與
に
客
に
`
え
て
こ
れ
を
善
視
し
︑
�
後
且
に
十
年
た
ら
ん
と
す
れ
ど
︑
人
の
敢
え

て
言
う
者
な
し
︒
公

(薛
顏
)
こ
れ
を
知
り
︑
�
を
し
て
李
氏
を
捕
え
て
窮
治
せ
し
む
︒
(
劉
攽
﹃
彭
城
集
﹄
卷
三
六
︑
宋
故
中
大
夫
守
光
祿
卿

分
司
西
京
上
¢
國
河
東
郡
開
國
侯
食
邑
一
千
三
百
戶
賜
紫
金
魚
袋
薛
公
神
£
碑
)

こ
の
記
事
は
縣
內
を
わ
が
も
の
顏
に
ふ
る
ま
う
暴
力
團
ま
が
い
の
組
織
と
し
て
禁
壓
し
た
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
の
種
の
結
社
の

す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
斷
ず
る
に
は
些
か
愼
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
が
盜
�
の
被
5
を
防
ぐ
¥
力
な
手
だ
て
と

な
る
反
面
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
暴
力
事
件
を
�
こ
し
た
り
︑
盜
�
を
窩
藏
し
て
治
安
を
亂
す
危
險
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
も
現
實
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
政
府
が
目
を
つ
け
た
の
は
︑
む
し
ろ
こ
の
窩
藏
に
對
象
を
O
っ
て
取
り
閲
ま
る
方
法
で
あ
っ
た
︒

― 77 ―

583



[審
𠛬
院
・
大
理
寺
﹈
今
ま
參
詳
す
ら
く
︑
(中
略
)
應
ゆ
る
�
を
停
め
;
び
p
を
知
り
て
贓
を
�
く
る
人
︑
如
し
却
て
能
く
計
謀
も
て
�

人
を
捉
殺
す
る
︑
竝
び
に
�
人
の
見
に
本
家
に
在
り
て
宿
食
せ
し
に
︑
能
く
來
り
て
官
に
吿
げ
︑
茲
こ
に
因
り
て
�
を
獲と

ら

え
た
る
者
は
︑

獲
え
し
と
こ
ろ
の
人
數
に
據
り
て
︑
竝
び
に
上
條
に
依
り
て
酬
賞
す
︒
仍
お
︑
特
に
停
贓マ

マ

す
る
と
p
を
知
り
て
贓
を
�
く
る
本
罪
を
免
ず
︒

そ
の
計
謀
も
て
捉
殺
す
る
と
雖
も
︑
官
司
を
經
て
吿
首
せ
ず
︑
別
に
頴
露
を
致
さ
ば
︑
卽
ち
停
贓マ

マ

す
る
等
の
罪
を
免
ぜ
ず
︒
(﹃
宋
會
�
﹄

兵
一
一

−

二
一
︑
皇
祐
二
年
閏
十
一
D
二
十
四
日
)

盜
�
の
窩
藏
と
は
︑
�
の
宿
*
と
し
て
隱
れ
家
や
根
據
地
を
提
供
し
︑
掠
奪
品
の
故
買
や
引
き
�
け
を
行
う
ほ
か
︑
p
報
の
蒐
集
や
日
常
の
世

話
に
至
る
ま
で
︑
お
よ
そ
�
の
活
動
に
は
缺
か
せ
な
い
事
柄
で
あ
り
︑
宋
代
に
は
盜
�
の
發
生
と
關
聯
し
て
い
つ
も
問
題
と
な
っ
た(30

)
︒
右
の
記

事
も
犯
罪
者
を
�
い

(
N
律
・
捕
6
一
八
)
︑
掠
奪
品
を
預
か
り
故
買
し
た
罪

(
N
律
・
�
盜
四
九
)
を
赦
免
す
る
か
わ
り
︑
彼
ら
を
盜
�
の
摘

發
・
捕
�
に
協
力
さ
せ
る
よ
う
提
言
し
て
は
い
る
が(31

)
︑
但
し
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
律
�
に
則
っ
た
處
置
の
域
を
出
て
お
ら
ず
︑
重
法
に
繫
が
る

特
�
は
ま
だ
確
�
で
き
な
い
︒
こ
の
,
味
で
興
味
深
い
の
は
︑
蔡
挺
が
©
じ
た
7
の
施
策
で
あ
ろ
う
︒

時
に
河
北
は
寇
盜
閏
斥
し
た
れ
ば
︑
公
︑
ª
を
以
て
«
州
に
知
た
り
て
︑
五
品
の
¬
を
賜
わ
る
︒
郡
に
至
ら
ば
︑
屬
城
を
飭
し
︑
比
伍
の

令
を
嚴い

ま

し
め
︑
閭
里
の
宿
猾
の
嘗
て
盜
の
嚢
槖
を
爲
せ
し
者
を
求
め
︑
數
人
を
得
た
り
︒
密
か
に
召
し
て
J
束
し
︑
そ
の
宿
�
を
貸ゆ
る

し
て

以
て
�
に
補
し
︑
諸
偸
を
察
し
て
區
處
せ
し
む
︒
發
す
る
ご
と
に
︑
輒
ち
そ
の
*
名
を
知
ら
ば
︑
�
兵
掩
取
し
て
逋
�
す
る
と
こ
ろ
な
し
︒

歲
中
に
數
百
千
輩
を
獲
え
て
境
內
肅
淸
た
り
︒
(張
方
�
﹃
樂
K
集
﹄
卷
四
〇
︑
贈
工
部
尙
書
蔡
公
墓
誌
銘
)

窩
藏
犯
を
密
偵
に
用
い
て
存
分
の
成
果
を
擧
げ
た
例
と
言
え
よ
う
が
︑
こ
こ
で
は
蔡
挺
が
ま
ず
®
保
組
織
を
整
備
し
て
治
安
上
:
,
を
�
す
る

人
物
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
し
て
い
た
點
に
:
,
し
て
お
き
た
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
宋
代
に
盜
�
の
窩
藏
が
に
わ
か
に
關
心
を
集
め
た
背
景
に
は
︑
こ
の
時
代
に
顯
在
�
し
た
犯
罪
の
廣
域
�
と
集
團
�
が
あ
る
︒

司
馬
光
が
﹁
凡
そ
强
盜
を
爲
す
者
は
︑
本
管
の
﹇
地
﹈
分
に
て
&と

が

を
作
す
を
肯
わ
ず
︑
須
く
他
處
に
在
る
べ
し
︒
蓋
し
纍つ
み

が
本
地
分
の
捕
盜
人

に
;
べ
ば
︑
自
か
ら
容
る
る
と
こ
ろ
な
き
を
恐
る
る
が
故
な
り(32

)
﹂
と
営
べ
た
と
お
り
︑
强
盜
犯
た
ち
は
本
據
地
を
²
く
離
れ
て
活
動
す
る
の
が
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ふ
つ
う
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
官
憲
の
³
;
を
巧
み
に
か
わ
し
な
が
ら
不
法
行
爲
を
續
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
�
揭
の
慶
元
捕
6
令
に
お

い
て
他
�
の
群
盜
が
"
´
の
領
域
內
を
�
&
し
た
だ
け
で
も
報
吿
を
勵
行
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
た
の
は
︑
こ
う
し
た
犯
行
地
域
の
擴
が
り
と

無
緣
で
は
な
い
︒
實
際
︑
多
く
の
盜
�
は
自
在
に
結
集
と
分
散
を
重
ね
な
が
ら
︑
各
種
の
�
源
が
集
積
す
る
國
都
開
封
を
は
じ
め
︑
街
£
や
水

路
を
A
ば
れ
る
物
�
を
恰
好
の
掠
奪
對
象
と
し
た
か
ら
︑
�
活
動
の
據
點
と
な
る
窩
藏
が
重
�
性
を
高
め
た
の
は
當
然
で
あ
り(33

)
︑
極
端
な
例
で

は
政
府
の
p
報
傳
Z
や
人
員
・
物
�
の
移
動
に
携
わ
る
馬
遞
鋪
や
A
河
沿
線
の
遞
鋪
が
盜
�
の
窩
藏
に
荷
擔
す
る
事
態
す
ら
た
び
た
び
生
じ
て

い
た(

34
)

︒
は
じ
め
北
宋
政
權
は
こ
う
し
た
治
安
狀
態
に
正
面
か
ら
向
き
あ
お
う
と
せ
ず
︑
U
極
�
な
對
應
に
$
始
し
て
い
た
も
の
の
︑
そ
の
轉
機
は
思

わ
ぬ
か
た
ち
で
訪
れ
た
︒
仁
宗
の
慶
曆
年
閒

(一
〇
四
一
～
四
八
)
に
相
繼
い
だ
大
規
模
な
軍
�
の
@
亂
で
あ
る
︒
個
々
の
軍
�
は
せ
い
ぜ
い

二
十
人
か
ら
多
く
て
も
數
十
人
·
度
の
勢
力
に
&
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
京
東
や
河
北
に
端
を
發
し
た
騷
亂
は
陝
西
・
京
西
・
淮
南
・
荊
湖
南
北
の

諸
路
に
も
た
ち
ま
ち
波
;
し
︑
時
に
は
五
百
人
か
ら
千
人
の
武
裝
集
團
に
膨
れ
あ
が
る
こ
と
も
あ
っ
た(35

)
︒
�
徒
の
內
譯
は
︑
い
ず
れ
も
强
壯
弓

手
や
土
軍
︑
あ
る
い
は
こ
れ
を
禁
軍
に
Y
成
し
た
宣
毅
軍
に
屬
す
る
兵
卒
で
あ
り
︑
も
と
は
康
定
元
年

(
一
〇
四
〇
)
に
始
ま
る
西
夏
と
の
抗

爭
を
機
に
治
安
部
z
と
し
て
召
募
さ
れ
た
無
賴
や
¸
浪
者
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

慶
曆
の
初
め
よ
り
︑
!
臣
を
し
て
京
東
西
等
路
に
分
�
し
て
强
壯
弓
手
を
招
刺
し
て
宣
毅
軍
に
閏
て
し
め
︑
俄
か
に
印
た
そ
の
人
を
傭
い

て
自
代
す
る
を
聽
す
︒
(中
略
)
そ
の
諸
州
の
宣
毅
は
悉
く
¹
惰
不
{
の
民
を
聚
む
れ
ど
︑
材
力
技
勇
の
·
ª
す
る
と
こ
ろ
あ
る
に
は
あ

ら
ざ
る
な
り
︒
後
に
光
�
軍
の
軍
�
の
竊
發
す
る
に
緣
り
て
︑
!
廷
の
條
J
︑
體
を
失
い
︑
姑
息
當
を
&
ぐ
る
こ
と
︑
驕
子
を
養
う
が
ご

と
く
︑
轉
た
怨
懟
を
生
ず
︒
臣
比ち

か

ご
ろ
審
𠛬
に
在
り
し
に
︑
諸
州
奏
到
せ
る
宣
毅
兵
士
の
�
案
は
D
と
し
て
あ
ら
ざ
る
は
な
し
︒
大
な
れ

ば
則
ち
謀
り
て
官
�
を
殺
し
倉
庫
を
劫う

ば

わ
ん
と
欲
し
︑
小
な
れ
ば
則
ち
謀
り
て
民
戶
を
殺
し
山
林
に
入
ら
ん
と
欲
す
︒
多
き
は
三
五
十
人

に
至
り
︑
少
な
き
も
亦
た
一
二
十
人
な
れ
ど
︑
吿
賞
の
科
の
重
き
を
以
て
の
故
に
謀
り
ご
と
あ
ら
ば
輒
ち
吿
發
せ
ら
る
︒
(﹃
樂
K
集
﹄
卷

二
二
︑
論
地
震
�
備
寇
盜
事
)
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こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
軍
�
は
ふ
つ
う
十
人
か
ら
數
十
人
で
劫
盜
を
行
う
も
の
の
︑
大
抵
は
高
額
の
恩
賞
め
あ
て
の
吿
發
を
�
け
て
犯
行
に
;

ぶ
�
に
¼
捕
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
お
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

他
面
︑
州
縣
官
や
捕
盜
官
が
�
徒
に
屈
從
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
り
︑
治
安
部
z
の
貧
�
さ
が
災
い
し
て
少
人
數
の
群
盜
で
さ
え
捕
�
で
き
ず
︑

そ
の
無
力
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
な
ど
︑
宋
の
捕
盜
體
制
の
綻
び
が
隨
處
で
露
�
し
た
が
︑
こ
の
時
の
騷
擾
が
當
局
者
に
與
え
た
衝
擊
は
こ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
︒
と
く
に
軍
�
が
鎭
市
を
襲
っ
て
州
城
や
縣
城
を
占
據
し(36

)
︑
公
然
と
官
員
を
殺
5
す
る
よ
う
な
︑﹁
謀
@
﹂
と

變
わ
ら
な
い
犯
行
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
政
府
當
局
が
�
も
危
機
感
を
募
ら
せ
た
の
は
︑
�
素
は
小
規
模
な
盜
�
集
團
が
時
と
し
て
侮
り
難
い

勢
力
に
成
長
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
現
に
光
�
軍
で
蜂
�
し
た
軍
�
が
y
罰
兵
や
�
軍
𠛬
徒
で
À
成
さ
れ
る
鑄
錢
監
の
兵
士
二
千
人
と
合
液
し

よ
う
と
し
た
事
件
は(37

)
︑
潛
在
�
な
危
險
分
子
と
目
さ
れ
る
人
々
や
宗
敎
結
社
に
ま
で
監
視
の
目
を
向
け
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た(38

)
︒

し
た
が
っ
て
︑
盜
�
活
動
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
窩
藏
の
取
り
閲
ま
り
が
治
安
上
の
Â
緊
の
課
題
と
な
る
の
は
︑
も
は
や
論
を
俟
た
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
︒
慶
曆
元
年

(一
〇
四
一
)
︑
張
方
�
が
陝
西
防
衞
策
の
一
Ã
と
し
て
提
出
し
た
議
論
に
は
こ
の
,
味
で
見
|
せ
な
い
も
の
が
あ
る
︒

今
ま
若
し
液
巳
上
の
罪
の
鑄
錢
・
Ä
印
︑
;
び
諸
の
盜
を
爲
し
罪
に
抵あ

つ
︑
結
群
し
て
禁
利
を
冒
販
せ
る
十
人
巳
上
︑
�
p
を
-
知
し
て

&
致
�
給
�
藏
し
て
分
を
�
く
る
︑
か
く
の
如
き
等
の
罪
の
但お

よ

そ
良
民
の
5
と
爲
り
︑
p
理
の
蠧
惡
な
る
者
を
し
て
︑
悉
く
そ
の
本
身
の

一
Ç
を
邊
に
徙
さ
し
め
︑
口
に
隨
い
田
を
贍た

ら
し
︑
自
ら
食
を
給
せ
し
め
︑
然
る
後
に
什
伍
の
法
を
爲
り
て
︑
相
い
保
察
せ
し
め
ん
︒

(﹃
樂
K
集
﹄
卷
二
一
︑
西
事
諮
目
上
中
書
)

*
�
な
論
點
は
︑
液
罪
以
上
に
相
當
す
る
重
罪
犯
の
う
ち
︑
と
く
に
凶
惡
な
者
は
そ
の
家
族
も
邊
境
に
强
制
移
È
さ
せ
る
と
い
う
も
の
な
が
ら
︑

こ
こ
で
重
�
な
の
は
盜
罪
の
事
實
を
知
り
な
が
ら
犯
人
の
幫
助
や
贓
物
の
隱
�
な
ど
に
關
與
し
た
者
も
ま
た
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
强
盜
犯
と
窩
藏
犯
の
處
罰
は
も
と
よ
り
︑
そ
の
家
族
を
も
緣
坐
さ
せ
る
盜
�
重
法
の
先
蹤
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒
ま
た
張
方
�
は
彼
ら
を
移
Ê
先
で
®
保
組
織
に
Y
成
し
相
互
監
視
を
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
慶
曆
四
年

(一
〇
四

四
)
の
保
州
雲
Ë
軍
の
@
亂
鎭
定
に
携
わ
っ
た
歐
陽
脩
が
窩
藏
取
り
閲
ま
り
の
重
�
性
を
訴
え
た
際
に
︑﹁
舊
來
︑
常
に
盜
�
・
|
軍
の
患
を
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爲
す
あ
れ
ど
︑
�
歲
︑
黎
陽
・
衞
縣
は
各
お
の
�
村
の
人
を
ば
五
家
ご
と
に
結
び
て
一
保
と
爲
す
︒
保
を
結
び
て
よ
り
後
來

の

ち

︑
絕
え
て
|
軍
・

�
盜
な
く
︑
公
私
鯵
靜
に
し
て
そ
の
利
甚
だ
«
し(39

)
﹂
と
営
べ
た
の
と
ま
さ
し
く
符
Í
を
合
し
て
い
る
︒

慶
曆
怨
政
と
稱
す
る
變
革
A
動
の
さ
な
か
に
相
繼
い
だ
騷
亂
は
政
府
關
係
者
の
腦
裏
に
犯
罪
の
廣
域
�
と
集
團
�
を
現
實
の
脅
威
と
し
て
�

識
さ
せ
る
恰
好
の
契
機
と
な
っ
た
︒
爾
後
︑
提
點
𠛬
獄
を
中
心
と
す
る
捕
盜
體
制
の
整
備
が
着
々
と
R
め
ら
れ
る
一
方
で
︑
從
來
の
治
安
立
法

で
は
規
律
で
き
な
い
不
法
行
爲
に
對
應
し
た
法
�
規
制
が
强
く
求
め
ら
れ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る(40

)
︒
北
宋
な
か
ば
に
Î
を
現
す
盜
�
重
法
が

必
ず
し
も
專
賣
制
度
の
矛
盾
に
の
み
歸
着
で
き
な
い
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

第
二
違

盜
�
重
法
の
成
立
と
展
開

宋
代
の
盜
�
重
法
を
語
る
う
え
で
ま
ず
參
照
す
べ
き
手
が
か
り
は
︑﹃
長
Y
﹄
卷
三
四
四
の
元
豐
七
年

(一
〇
八
四
)
三
D
乙
巳
の
條
に
見
え

る
記
営
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
(元
豐
敕
令
格
式
)
の
成
書
を
傳
え
る
記
事
に
附
錄
す
る
か
た
ち
で
﹁
𠛬
法
志(41

)
﹂
か
ら
引
用
し
た
も
の

で
︑
F
者
の
李
燾
も
�
め
る
と
お
り
︑
正
確
な
繫
年
が
Ï
然
と
し
な
い
憾
み
が
隨
處
に
殘
る
︒
そ
の
原
因
の
一
端
は
當
該
の
﹁
𠛬
法
志
﹂
自
體

が
﹁
實
錄
﹂
や
﹁
會
�
﹂
な
ど
の
基
本
+
料
と
十
分
に
校
合
せ
ず
︑
*
と
し
て
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
の
記
載
內
容
に
依
據
し
て
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
と
想
定
さ
れ
る(42

)
︒
だ
が
︑
さ
し
あ
た
り
そ
の
記
載
に
從
え
ば
︑
重
法
の
發
端
は
仁
宗
の
嘉
祐
六
年

(一
〇
六
一
)
に
開
封
府
界
の
諸
縣
に

お
い
て
﹁
盜
�
嚢
槖
の
家
﹂
を
對
象
に
施
行
さ
れ
た
措
置
に
求
め
ら
れ
る
︒
具
體
�
な
內
容
こ
そ
-
言
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
范
祖
禹
も
﹁
嘉

祐
七
年
に
初
め
て
窩
藏
重
法
を
立
て
て
よ
り(43

)
﹂
と
営
べ
る
よ
う
に
︑
盜
�
重
法
が
窩
藏
に
對
す
る
法
�
規
制
と
し
て
出
發
し
た
こ
と
は
閒
Ð
い

な
い
︒
そ
の
反
對
に
︑
ど
う
み
て
も
確
證
が
な
い
の
は
そ
の
繫
年
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
嘉
祐
七
年

(一
〇
六
二
)
に
﹁
嘉
祐
Y
敕
﹂
が
頒

行
さ
れ
た
事
p
か
ら
考
え
て
︑﹁
𠛬
法
志
﹂
の
Y
纂
者
や
范
祖
禹
の
議
論
の
な
か
に
重
法
の
制
定
と
こ
の
Y
敕
を
な
に
が
し
か
關
聯
づ
け
て
論

じ
よ
う
と
す
る
Î
勢
が
は
っ
き
り
と
窺
え
る
も
の
の
︑
そ
の
根
據
が
實
は
-
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
𠛬
法
志
﹂
で
は
窩
藏
重
法

の
�
用
範
圍
が
さ
ら
に
京
東
の
曹
州
・
河
北
の
濮
州
と
澶
州
・
京
西
の
滑
州
に
も
擴
げ
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
︑﹃
宋
會
�
﹄
が
傳
え
る
と
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こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
英
宗
の
治
�
二
年

(一
〇
六
五
)
に
當
該
地
區
の
盜
�
對
策
に
盡
力
し
た
王
靖
が
﹁
盜
�
の
戢お
さ

ま
ら
ざ
る
は
︑
大
姓

の
嚢
槖
を
爲
す
に
由
る
﹂
と
営
べ
て
重
法
の
�
用
を
願
い
出
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
︑
窩
藏
重
法
の
施
行
が
-
確
な
繫
年
を
も
っ
て
示
さ

れ
た
記
錄
は
︑
こ
れ
が
�
初
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い(44

)
︒

他
方
︑
盜
�
重
法
が
盜
�
の
窩
藏
に
と
ど
ま
ら
ず
劫
盜
犯
に
も
規
制
の
射
·
を
擴
げ
た
の
は
︑
治
�
三
年

(一
〇
六
六
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
の
劫
盜
重
法
の
�
用
範
圍
は
窩
藏
重
法
と
同
じ
く
開
封
府
界
の
長
垣
・
考
城
・
東
-
の
三
縣
と
曹
・
濮
・
澶
・
滑
の
四
州
で
あ
り
︑
(1
)

死
罪
相
當
の
劫
盜
犯
は
︑
そ
の
家
產
を
恩
賞
と
し
て
吿
發
者
に
與
え
︑
妻
子
は
千
里
外
の
州
軍
に
Y
管
す
る
︒
但
し
︑
盜
犯
自
身
は
恩
赦
や
案

問
欲
擧
自
首
法
な
ど
の
減
𠛬
措
置
が
�
用
さ
れ
れ
ば
︑
沙
門
島
へ
�
液
す
る
︒
ま
た
︑
(2
)
徒
液
罪
に
該
當
す
る
劫
盜
は
廣
南
²
惡
州
軍
の

牢
城
に
刺
�
し
て
家
產
の
'
分
を
吿
發
者
に
給
附
し
︑
妻
子
は
五
百
里
外
の
州
軍
に
Y
管
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
(3
)
妻
子
の
Y
管
は

い
ず
れ
も
恩
赦
の
對
象
と
な
ら
な
い
む
ね
が
附
則
と
し
て
設
け
ら
れ
た(45

)
︒
�
す
る
に
︑
そ
こ
に
は
劫
盜
犯
を
死
𠛬
も
し
く
は
僻
²
の
地
へ
の
�

軍
に
處
す
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
妻
子
緣
坐
法
を
�
用
し
て
犯
罪
者
と
そ
の
家
族
を
根
こ
そ
ぎ
排
除
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
,
圖
が
-
確
に
は
た
ら

い
て
お
り
︑
沒
收
財
產
の
給
附
を
好
餌
に
し
て
吿
發
者
を
誘
引
す
る
な
ど
︑
北
宋
�
�
の
實
務
經
驗
を
生
か
し
て
內
�
者
の
活
用
と
相
互
監
視

を
促
す
し
く
み
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
同
時
に
︑
そ
の
內
容
は
﹃
長
Y
﹄
"
引
の
﹁
𠛬
法
志
﹂
に
記
す
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
の
規
定
と
ほ
と
ん

ど
變
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
で
あ
り(46

)
︑
後
年
に
﹁
今
の
重
法
の
地
は
獨
り
匪
民
一
人
の
罪
を
犯
す
が
爲
に
︑
妻
孥
に
連
;
し
て
︑
そ
の
家
產

を
沒
せ
ら
る
る
こ
と
︑
�
ち
反
b
に
同
じ(47

)
﹂
と
n
さ
れ
た
重
法
の
特
�
は
︑
少
な
く
と
も
劫
盜
重
法
に
關
す
る
限
り
︑
こ
の
段
階
で
ほ
ぼ
出

揃
っ
て
い
た
と
分
か
る
︒

窩
藏
法
と
劫
盜
法
を
骨
子
と
す
る
盜
�
重
法
は
︑
こ
の
よ
う
に
英
宗
の
短
い
治
世
に
原
型
を
ほ
ぼ
整
え
た
︒
も
と
よ
り
そ
の
*
旨
は
﹁
蓋
し

上
件
に
指
定
せ
る
州
縣
の
居
民
︑
自
來
盜
を
爲
す
に
t
慣
し
︑
以
て
徒
黨
を
結
集
し
て
官
�
を
殺
5
す
る
に
至
る
が
爲
に
︑
Õ
に
重
法
を
立

つ(
48
)

﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
法
案
の
策
定
に
は
か
ね
て
治
安
立
法
の
整
備
を
訴
え
て
き
た
歐
陽
脩
ら
が
政
府
指
Ö
部
と
し
て
深
く
關
與
し
て
い

た
に
相
Ð
な
い
︒
と
く
に
こ
の
と
き
重
法
地
分
の
指
定
を
�
け
た
州
縣
で
は
宋
初
か
ら
盜
�
の
跳
梁
に
惱
ま
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
︑
す
で
に
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見
た
と
お
り
︑
現
地
の
豪
民
が
な
か
ば
日
常
�
に
不
法
行
爲
に
手
を
染
め
︑
時
に
は
劫
盜
や
|
卒
を
�
う
な
ど
︑
そ
の
治
安
の
惡
さ
は
衆
目
の

一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
こ
れ
ら
の
地
域
が
黃
河
の
氾
濫
に
た
び
た
び
見
舞
わ
れ
る
不
安
定
な
立
地
に
あ
り
な
が
ら
︑
澶
州
と

滑
州
に
は
黃
河
の
南
北
に
架
か
る
¸
梁
が
あ
っ
た
の
を
は
じ
め
︑
®
接
す
る
曹
州
や
濮
州
と
竝
ん
で
國
都
開
封
と
河
北
・
京
東
を
結
ぶ
s
�
の

�
衝
に
位
置
し
て
い
た
事
p
と
も
深
く
關
わ
る(49

)
︒
と
か
く
移
動
の
�
が
よ
い
と
い
う
條
件
に
加
え
︑
農
業
生
產
性
の
相
對
�
な
低
さ
と
當
地
を

行
き
s
う
�
源
の
豐
富
さ
の
不
均
衡
が
こ
の
地
方
で
盜
�
行
爲
が
多
發
す
る
�
大
の
�
因
で
あ
り
︑
そ
の
地
勢
上
の
重
�
性
か
ら
見
て
も
︑
當

該
の
州
縣
に
お
け
る
治
安
の
確
保
は
同
時
に
國
都
開
封
の
安
危
に
直
結
す
る
問
題
で
も
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
神
宗
の
煕
寧
四
年

(一
〇
七
一
)
︑
盜
�
重
法
は
そ
の
登
場
か
ら
數
年
を
經
て
︑
ま
た
怨
た
な
展
開
を
見
せ
た
︒
本
來
は
開
封
府

界
の
三
縣
と
�
®
の
四
州
の
み
と
指
定
し
て
い
た
重
法
地
分
を
に
わ
か
に
擴
大
し
て
河
北
・
京
東
・
淮
南
に
ま
た
が
る
三
縣
十
三
州
軍
と
定
め

た
の
で
あ
る(50

)
︒
い
ず
れ
も
國
都
開
封
か
ら
黃
河
中
下
液
域
そ
し
て
淮
南
に
;
ぶ
漕
A
路
線
を
そ
っ
く
り
收
め
る
�
置
と
な
っ
て
い
る
う
え
に
︑

直
接
に
は
中
書
檢
正
𠛬
Ç
公
事
李
承
之
の
円
議
に
も
と
づ
く
措
置
と
傳
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
宰
相
の
王
安
石
が
後
ろ
盾
に
な
っ
て
い
た

こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い(51

)
︒
だ
が
︑
聯
年
の
旱
魃
や
現
場
の
責
任
囘
1
も
祟
っ
て
一
聯
の
盜
�
對
策
は
�
待
し
た
よ
う
な
效
果
を
擧
げ
ら
れ
な

か
っ
た
ば
か
り
か
︑
と
く
に
河
北
と
京
東
で
は
治
安
の
惡
�
に
齒
止
め
が
か
か
ら
な
い
懸
念
も
ま
た
現
實
味
を
帶
び
て
き
て
い
た(52

)
︒

そ
こ
で
煕
寧
十
年

(一
〇
七
七
)
に
は
指
定
の
地
域
外
で
も
重
法
の
一
部
を
�
用
す
る
暫
定
措
置
が
と
ら
れ
た
の
に
つ
い
で(53

)
︑
河
北
の
«

州
・
棣
州
と
淮
南
の
亳
州
・
壽
州
・
濠
州
・
泗
州
そ
し
て
開
封
府
界
の
白
馬
・
胙
城
・
韋
城
の
三
縣(54

)
を
含
む
六
州
七
縣(55

)
が
重
法
地
分
に
指
定
さ

れ
る
と
︑
今
度
は
福
円
の
山
閒
部
で
�
き
た
@
亂
に
對
應
す
る
か
た
ち
で
南
劍
州
・
汀
州
・
円
州
・
邵
武
軍
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
た(56

)
︒
國
家
は

社
會
不
安
の
解
U
は
も
と
よ
り
︑
*
�
な
水
路
と
街
£
の
安
K
を
確
保
す
る
た
め
に
も
︑
い
わ
ば
重
法
に
賴
る
ほ
か
に
方
法
の
な
い
ま
ま
�
用

範
圍
を
擴
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
の
ち
に
河
北
の
滄
州
と
邢
州
�
�
縣
︑
そ
し
て
京
東
の
廣
濟
軍
が
指
定
さ
れ
た(57

)
の
を
除
け
ば
︑
重

法
地
分
の
³
加
は
こ
れ
が
實
質
�
に
�
後
と
な
っ
た
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
英
宗
の
治
�
年
閒

(一
〇
六
四
～
六
七
)
に
基
本
枠
組
み
を
整
え
た
盜

�
重
法
は
︑
神
宗
の
煕
寧
年
閒

(一
〇
六
八
～
七
七
)
に
そ
の
�
用
範
圍
を
國
都
開
封
の
周
邊
か
ら
河
北
・
京
東
・
淮
南
の
s
�
幹
線
に
集
中
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す
る
か
た
ち
で
ほ
ぼ
確
定
し
︑
�
$
�
に
は
元
豐
七
年

(一
〇
八
四
)
に
成
書
し
た
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
に
記
載
さ
れ
て
ひ
と
ま
ず
定
着
を
見
た
の

で
あ
る(

58
)

︒

な
お
︑﹃
長
Y
﹄
"
引
の
﹁
𠛬
法
志
﹂
は
神
宗
の
元
豐
年
閒

(一
〇
七
八
～
八
五
)
に
も
重
法
が
改
定
さ
れ
續
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
書
き
か

た
を
し
て
い
る
が(59

)
︑
實
際
に
は
元
豐
七
年
に
重
法
地
分
の
縣
尉
を
下
Ú
武
官
か
ら
任
用
す
る
と
定
め
た
一
項
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
に
&
ぎ
な
い(60

)
︒

し
た
が
っ
て
︑﹁
𠛬
法
志
﹂
が
盜
�
の
窩
藏
に
關
し
て
記
す
處
罰
規
定
は
︑
劫
盜
重
法
の
場
合
と
同
樣
に
︑
治
�
二
年

(一
〇
六
五
)
に
窩
藏
重

法
が
制
定
さ
れ
た
當
時
の
か
た
ち
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
繼
い
だ
と
考
え
る
の
が
穩
當
で
あ
り
︑
具
體
�
な
內
容
を
示
せ
ば
以
下
の
と
お
り
と

な
る(

61
)

︒
(1
)

�
っ
た
犯
罪
者
が
劫
盜
死
罪
な
ら
ば
︑
²
惡
地
に
�
軍
し
︑
p
の
重
き
者
は
斬
と
す
る
︒
い
ず
れ
も
妻
子
は
五
百
里
外
の
州
軍
に
Y

管
し
︑
家
產
の
'
分
を
吿
發
者
に
賞
金
と
し
て
給
附
す
る
︒

(2
)

同
じ
く
�
っ
た
盜
犯
が
徒
液
罪
に
該
當
す
る
と
き
は
︑
五
百
里
外
に
�
軍
︑
妻
子
は
鄰
州
に
Y
管
し
︑
家
產
の
三
分
の
一
を
吿
發
者

に
給
賞
す
る
︒

(3
)

竊
盜
を
三
た
び
犯
し
た
者
は
︑
杖
打
の
う
え
五
百
里
外
の
州
軍
か
鄰
州
に
�
軍
す
る(62

)
︒

(4
)

重
法
地
分
で
な
く
と
も
︑
重
法
地
分
の
盜
犯
を
�
え
ば
︑
重
法
を
�
用
す
る
︒

右
の
項
目
の
う
ち

(3
)
を
除
く
部
分
が
﹁
𠛬
法
志
﹂
が
記
す
窩
藏
重
法
の
骨
子
で
あ
り
︑
劫
盜
法
に
比
べ
て
處
罰
が
な
べ
て
一
等
か
ら
數
等

輕
い
か
わ
り
︑
犯
人
の
家
產
の
一
部
を
吿
發
者
に
給
附
す
る
な
ど
︑
N
律
の
捕
6
一
八
の
規
定
か
ら
見
れ
ば
︑
格
段
に
嚴
し
い
も
の
だ
っ
た
こ

と
は
-
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
な
お
﹁
𠛬
法
志
﹂
に
は
妻
子
の
Y
管
に
關
わ
る
記
営
は
見
あ
た
ら
な
い
が
︑
の
ち
に
元
祐
敕
が
劫
盜
犯
の
妻
子
Y
管

法
を
廢
止
し
た
際
に
︑﹁
そ
の
窩
藏
人
の
緣
坐
せ
る
妻
子
も
此
れ
に
準
ず(63

)
﹂
と
つ
け
加
え
ら
れ
た
事
實
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
︑
窩
藏
重
法
に

も
妻
子
の
Y
管
を
-
記
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
疑
い
よ
う
が
な
い
︒

む
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
嚴
し
い
法
�
規
制
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
た
だ
ち
に
盜
�
問
題
の
解
U
に
向
か
っ
て
事
態
が
R
ん
だ
わ
け
で
は
な
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い
︒
神
宗
の
煕
寧
年
閒
︑
重
法
地
分
に
指
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
齊
州
で
知
事
を
勤
め
た
李
常
の
事
績
は
︑
こ
の
閒
の
事
p
を
窺
わ
せ
る
好
個
の

+
料
と
言
っ
て
よ
い
︒

齊
に
は
素
よ
り
盜
多
し
︒
公
至
ら
ば
︑
痛
く
y
し
て
こ
れ
を
艾お

さ

む
︒
(中
略
)
他
日
︑
黠
盜
を
得と
ら

う
る
に
︑

刺
い
れ
ず
み

し
て
郡
兵
と
爲
し
︑
鈴

下
に
直
事
し
て
稍
く
こ
れ
を
任
�
せ
し
む
︒
因
り
て
そ
の
姦
狀
を
詢
う
に
︑
對
え
て
曰
わ
く
︑
此
れ
富
家
の
こ
れ
が
囊
橐
を
爲
す
に
由
り
︑

官
�
迹
捕
し
て
門
に
;
ぶ
も
︑
一
人
を
禽と

ら

え
て
以
て
獻
ず
れ
ば
︑
則
ち
免
ぜ
ら
る
︑
と
︒
公
︑
乃
ち
盜
を
藏か
く

す
の
家
を
得と
ら

え
︑
皆
な
屋
を

發ひ
ら

き
¢
を
破
り
︑
盡
く
そ
の
根
株
を
拔
か
し
む
︒
是
れ
よ
り
姦
は
容
�
せ
ず
︑
境
內
Õ
に
淸
し
︒
(
蘇
頌
﹃
蘇
魏
公
�
集
﹄
卷
五
五
︑
龍
圖
閣

直
學
士
知
成
都
府
李
公
墓
誌
銘
)

豪
民
や
富
裕
層
に
よ
る
窩
藏
を
取
り
閲
ま
ろ
う
に
も
︑
な
か
な
か
¥
效
な
方
法
が
見
つ
か
ら
ず
︑
結
局
は
盜
�
出
身
の
密
偵
を
活
用
し
て
搜
査

を
R
め
︑
窩
家
を
摘
發
し
て
は
そ
の
円
物
を
破
却
し
て
よ
う
や
く
事
な
き
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
重
法
の
效
力
が
目
に
見
え
て
表
れ
な
い

以
上
︑
盜
�
對
策
の
實
を
少
し
で
も
擧
げ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
勢
い
李
常
の
よ
う
に
法
外
の
手
段
に
訴
え
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
り
︑
7
の
劉

攽
の
よ
う
に
一
見
無
爲
に
振
る
舞
い
な
が
ら
着
實
に
實
績
を
積
む
地
方
官
も
い
た
︒

曹
は
素
よ
り
盜
多
し
︒
!
廷
︑
重
法
を
立
つ
る
も
︑
盜
は
息
ま
ず
︒
攽
曰
く
︑
民
は
死
を
畏
れ
ざ
れ
ば
︑
奈
何
ぞ
死
を
以
て
こ
れ
を
懼
れ

し
め
ん
︑
と
︒
至
ら
ば
則
ち
a
�
を
尙
び
︑
務
め
て
不
撓
に
在
り
て
︑
官
屬
を
視
る
こ
と
子
姪
の
如
く
な
れ
ば
︑
歲
中
に
盜
�
衰
息
す
︒

(王
偁
﹃
東
都
事
略
﹄
卷
七
六
︑
劉
攽
傳
)

劉
攽
が
知
曹
州
に
着
任
し
た
の
は
煕
寧
八
年

(一
〇
七
五
)
の
こ
と
な
が
ら
︑
同
じ
頃
に
知
考
城
縣
で
あ
っ
た
孫
積
中
が
重
法
の
規
定
す
る
恩

賞
制
度
を
®
保
制
度
と
巧
み
に
_
用
し
て
成
果
を
收
め
た
7
の
事
例
か
ら
Ï
斷
し
て
︑
劉
攽
も
ま
た
お
そ
ら
く
こ
れ
と
同
樣
の
手
法
を
用
い
た

に
相
Ð
あ
る
ま
い
︒

縣
の
四
®
は
皆
な
重
法
に
し
て
︑
地
に
は
素
よ
り
盜
饒お

お

し
︒
公
は
賞
格
を
-
ら
か
に
し
て
保
伍
を
嚴
し
く
せ
ば
︑
姦
す
ら
嚢
槖
す
る
と
こ

ろ
な
し(64

)
︒
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い
ず
れ
に
し
て
も
︑
窩
藏
法
が
當
初
か
ら
規
制
の
對
象
と
し
て
い
た
大
姓
・
富
家
の
勢
力
は
依
然
と
し
て
侮
れ
な
い
存
在
で
あ
り
︑
な
か
に
は

蘇
軾
や
李
琮
の
よ
う
に
︑
盜
�
が
頻
發
す
る
重
法
地
の
知
州
に
は
さ
ら
に
法
外
の
權
限
と
�
金
を
與
え
︑
現
地
の
豪
民
を
密
偵
や
捕
盜
人
員
と

し
て
活
用
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
凶
惡
な
盜
�
を
積
極
�
に
招
安
し
て
治
安
部
z
に
組
み
こ
む
よ
う
提
議
す
る
論
者
ま
で
現
れ
た(65

)
︒

こ
の
た
め
︑
盜
�
重
法
の
實
效
性
を
擔
保
す
る
に
は
︑
®
保
制
度
の
再
Y
强
�
が
い
ま
や
缺
か
せ
な
い
�
件
と
な
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
®

保
組
織
は
盜
�
の
多
數
を
占
め
る
¸
浪
や
無
賴
な
ど
の
定
È
性
の
低
い
者
の
"
在
を
-
ら
か
に
す
る
の
に
�
�
な
ば
か
り
か
︑
盜
�
を
窩
藏
し

て
不
法
行
爲
を
は
た
ら
く
在
地
の
¥
力
者
を
相
互
に
監
視
さ
せ
る
う
え
で
も
こ
と
の
ほ
か
效
果
を
發
揮
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

臣
昨
ご
ろ
亳
州
に
守
た
り
︒
亳
は
盜
多
く
重
法
の
地
と
爲
さ
ば
︑
臣
︑
保
甲
の
法
を
推
行
し
︑
以
て
盜
�
を
禁
ず
る
に
︑
幸
い
謬
戾
に
至

ら
ず
︒
(中
略
)
諸
處
の
自
來
の
盜
�
は
竝
び
に
是
れ
外
來
¸
浪
の
行
止
-
ら
か
な
ら
ざ
る
の
人
な
る
か
︑
或
い
は
是
れ
本
處
の
素
來

も
と
よ
り

無

賴
の
人
な
り
︒
保
甲
の
法
の
五
家
を
し
て
保
を
爲
ら
し
め
し
は
︑
蓋
し
非
Ð
の
事
を
察
擧
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
︒
(
中
略
)
察
擧
す
る

と
こ
ろ
の
者
は
︑
惡
人
を
藏
�
す
る
の
家
な
れ
ば
︑
人
の
爲
に
患
い
を
除
く
"
以
に
し
て
︑
固
よ
り
吿
訐
の
路
を
開
き
︑
鄰
里
の
義
を
傷

な
う
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
若
し
藏
�
の
家
︑
自
ら
揜か

く

す
能
わ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
惡
人
何
ぞ
入
る
を
容ゆ
る

さ
る
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
︒
盜
�
の
禁

ぜ
ず
し
て
自
ら
熄
む
は
︑
理
の
必
す
べ
き
と
こ
ろ
な
り
︒
(曾
鞏
﹃
元
豐
類
蒿
﹄
卷
三
二
︑
申
-
保
甲
 
警
盜
�
箚
子
)

す
べ
て
の
官
僚
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
︑
少
な
く
と
も
保
甲
法
の
立
案
者
た
ち
に
は
重
法
と
保
甲
法
と
の
組
み
合

わ
せ
は
優
れ
て
¥
效
な
施
策
と
�
識
さ
れ
て
い
た
に
Ð
い
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
う
し
た
�
待
に
反
し
て
︑
重
法
地
分
の
保
甲
に
は
か
ね
て
か
ら
不
穩
分
子
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
ば
か
り
か(66

)
︑
元
豐

七
年

(一
〇
八
四
)
に
は
本
來
は
捕
盜
に
任
ず
べ
き
保
甲
自
身
が
河
北
地
方
を
中
心
に
盜
�
行
爲
を
繰
り
�
し(67

)
︑
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
で
大
き
な

傷
跡
を
殘
す
結
果
と
な
っ
た
︒

河
北
の
民
︑
喜
び
て
剽
劫
を
爲
す
に
︑
從
り
て
來
た
る
と
こ
ろ
尙
し
き
な
り
︒
�
歲
︑
創
め
て
保
甲
を
爲
り
︑
こ
れ
を
驅
り
て
南
畝
を
離

れ
し
め
︑
こ
れ
に
敎
え
て
凶
器
を
t
わ
し
む
︒
一
夫
︑
官
に
在
ら
ば
︑
一
家
�
Ê
し
て
窮
苦
は
聊
ず
る
な
き
こ
と
︑
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
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し
︒
椎
埋
し
て
姦
を
爲
す
も
の
十
人
に
し
て
九
あ
れ
ど
︑
號
し
て
保
甲
と
爲
さ
ば
︑
敢
え
て
誰
何
す
る
な
し
︒
(中
略
)
今
ま
河
北
の
寇

�
は
群
を
成
せ
ど
︑
訪
聞
す
る
に
皆
な
是
れ
保
甲
の
餘
黨
な
れ
ば
︑
若
し
こ
れ
に
因
る
に
饑
饉
を
以
て
す
れ
ば
︑
則
ち
變
故
の
作お

こ

る
こ
と
︑

復
た
知
る
べ
か
ら
ず
︒
(蘇
轍
﹃
欒
城
集
﹄
卷
三
六
︑
右
司
諫
時
論
事
十
首
︑
乞
招
河
北
保
甲
閏
軍
以
U
盜
�
狀
︹
元
祐
元
年
︺
)

范
祖
禹
が
﹁
議
者
必
ず
一
た
び
此
の
法
を
除
け
ば
︑
�
盜
必
ず

熾
さ
か
ん

な
ら
ん
と
謂
う
も
︑
臣
竊
か
に
以
て
然
ら
ず
と
爲
す
︒
嘉
祐
よ
り
以
來
︑

重
法
を
行
い
て
今
ま
に
至
る
ま
で
地
分
の
�
盜
の
衰
少
せ
し
を
聞
か
ず(68

)
﹂
と
論
じ
る
と
お
り
︑
重
法
は
早
く
も
大
き
な
岐
路
に
さ
し
か
か
っ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
違

北
宋
後
�
の
盜
�
重
法

︱
︱
元
豐
敕
と
元
祐
敕
の
は
ざ
ま
で
︱
︱

宋
代
の
治
安
政
策
は
元
豐
八
年

(一
〇
八
五
)
三
D
を
境
に
再
び
變
�
を
見
せ
は
じ
め
る
︒
こ
と
の
發
端
に
な
っ
た
の
は
︑
神
宗
の
ä
御
と

舊
法
黨
の
R
出
で
あ
り
︑
群
盜
や
軍
�
の
跳
梁
が
深
刻
の
度
を
增
す
な
か
︑
隨
處
で
顯
在
�
し
て
い
た
𠛬
事
制
度
の
綻
び
で
あ
っ
た
︒
む
ろ
ん

盜
�
重
法
も
例
外
で
は
あ
り
え
ず
︑
そ
の
¥
效
性
に
懷
疑
�
な
聲
が
上
が
る
一
方
で
︑
舊
法
黨
の
領
袖
司
馬
光
は
︑
重
法
地
分
の
劫
盜
死
罪
で

す
ら
何
か
と
理
由
を
設
け
て
は
奏
裁
に
附
さ
れ
て
死
一
等
を
減
ず
る
慣
例
が
ま
か
り
�
っ
て
い
る
た
め
︑
重
法
が
實
質
�
に
具
�
�
さ
れ
て
い

る
と
銳
く
批
Ï
し
て
い
た(69

)
︒

ち
な
み
に
年
閒
の
死
𠛬
執
行
數
を
凶
惡
犯
罪
の
發
生
�
や
治
安
狀
況
を
示
す
ひ
と
つ
の
指
標
と
す
れ
ば
︑
重
法
が
で
き
た
治
�
二
年
と
同
三

年

(一
〇
六
五
～
六
六
)
は
千
七
百
人
か
ら
千
八
百
人
︑
神
宗
の
煕
寧
三
年

(一
〇
七
〇
)
か
ら
同
七
年

(一
〇
七
四
)
に
か
け
て
は
三
千
五
百
人

�
後
を
計
上
し
た
︒
そ
の
後
︑
煕
寧
八
年

(一
〇
七
五
)
か
ら
元
豐
三
年

(一
〇
八
〇
)
に
い
ち
ど
千
人
�
後
に
減
少
す
る
と
︑
元
豐
五
年

(一

〇
八
二
)
以
影
は
再
び
增
加
に
轉
じ
︑
哲
宗
の
元
祐
年
閒

(一
〇
八
六
～
九
三
)
に
は
二
千
人
か
ら
四
・
五
千
人
臺
に
上
昇
し
て
お
り(70

)
︑
當
時
の

社
會
不
安
は
高
ま
り
こ
そ
す
れ
︑
い
っ
こ
う
に
減
じ
て
い
な
か
っ
た
と
分
か
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
舊
法
黨
が
©
じ
た
施
策
は
き
わ
め
て
現
實
�
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
盜
�
重
法
に
つ
い
て
は
︑
重
法
地
分
の
內
譯
に
若
干
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の
變
�
は
あ
っ
た
も
の
の(71

)
︑
法
�
の
內
容
に
關
す
る
限
り
︑
元
祐
二
年

(一
〇
八
七
)
十
二
D
に
頒
行
さ
れ
た
元
祐
敕
に
よ
っ
て
妻
子
Y
管
法

が
æ
除
さ
れ
た
以
外
に
は(72

)
︑
め
だ
っ
た
改
變
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
重
法
の
A
用
に
關
す
る
事
柄
を
は
じ
め
︑
北
宋
後
�
の

盜
�
對
策
そ
の
も
の
に
あ
る
種
の
轉
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑
元
祐
二
年
四
D
に
河
北
・
河
東
・
陝
西
・
京
東
・
京
西
・
淮
南
の
各
路
︑
つ
い

で
六
D
に
開
封
府
界
で
施
行
さ
れ
た
﹁
權
宜
指
揮
﹂
で
あ
っ
た(73

)
︒
そ
れ
は
各
種
の
盜
�
が
關
與
す
る
犯
罪
行
爲
と
そ
の
對
處
法
か
ら
捕
盜
組
織

の
管
理
・
Y
成
の
あ
り
方
に
;
ぶ
十
二
項
目
の
指
示
か
ら
な
る
も
の
で
︑
あ
く
ま
で
治
安
が
囘
復
す
る
ま
で
の
暫
定
措
置
と
斷
り
な
が
ら
も
︑

實
質
�
に
は
そ
の
後
の
𠛬
事
政
策
を
方
向
づ
け
る
內
容
を
數
多
く
含
ん
で
い
た
︒
と
く
に
重
法
地
分
に
關
し
て
は
︑
徒
黨
を
結
集
し
て
强
盜
を

行
え
ば
︑
そ
れ
が
死
罪
に
相
當
す
る
事
案
と
�
定
さ
れ
た
時
點
で
家
產
を
沒
收
す
る
と
定
め
て
い
た
ほ
か
︑
强
盜
犯
が
犯
罪
の
發
覺
後
に
自
首

も
し
く
は
自
殺
す
れ
ば
︑
家
產
の
沒
收
と
吿
發
者
へ
の
給
賞
は
も
と
よ
り
︑
妻
子
の
Y
管
も
免
除
す
る
と
し
て
い
た(74

)
︒
い
ず
れ
も
重
法
の
彈
力

�
A
用
を
指
示
し
た
だ
け
で
︑
こ
れ
と
い
っ
た
怨
味
こ
そ
な
い
も
の
の
︑
妻
子
Y
管
法
と
竝
ん
で
犯
人
の
沒
收
財
產
を
吿
發
者
の
恩
賞
に
閏
て

る
手
續
き
が
重
法
の
な
か
で
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
を
再
確
�
す
る
と
と
も
に
︑
同
じ
盜
�
行
爲
の
な
か
で
も
集
團
犯
罪
に
對
す
る
法
�
規
制

を
重
視
す
る
盜
�
重
法
の
立
場
を
改
め
て
强
)
し
た
,
義
は
看
&
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑
こ
の
﹁
權
宜
指
揮
﹂
が
何
よ
り
も
劃
�
�
だ
っ
た
の
は
︑
劫
盜
や
强
盜
に
對
す
る
各
種
の
幫
助
行
爲
を
は
じ
め
︑
盜
品
の
ç
�
・

保
管
や
故
買
な
ど
の
不
法
行
爲
は
︑
重
法
地
分
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
嚴
し
く
處
斷
す
る
と
-
言
し
た
こ
と
で
あ
る(75

)
︒
い
ま
だ
暫
定

立
法
の
對
象
地
域
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
い
な
が
ら
︑
そ
れ
は
-
ら
か
に
窩
藏
に
焦
點
を
合
わ
せ
て
盜
�
活
動
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
︑
あ

く
ま
で
犯
罪
者
一
般
を
對
象
に
窩
藏
を
取
り
閲
ま
る
捕
6
律
第
一
八
條
の
�
言
と
は
一
線
を
劃
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑
盜
品
の
ç
�
や
賣
買

に
つ
い
て
も
︑
�
盜
律
第
四
九
條
に
比
べ
て
格
段
に
細
か
な
犯
罪
の
類
型
と
處
罰
規
定
が
-
示
さ
れ
て
い
た(76

)
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
盜
�
活
動
の
根

幹
と
も
言
う
べ
き
窩
藏
に
着
目
し
て
楔
を
打
つ
方
法
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
重
法
地
分
の
枠
組
み
を
超
え
て
擴
が
る
契
機
を
つ
か
ん
だ
わ
け
で
︑

事
實
︑
以
後
の
盜
�
對
策
は
い
わ
ば
こ
の
時
の
指
示
を
怨
た
な
�
點
と
す
る
か
た
ち
で
R
展
す
る
︒

治
安
の
確
保
を
目
�
と
す
る
﹁
權
宜
指
揮
﹂
は
そ
の
後
も
た
び
た
び
©
じ
ら
れ
︑
元
祐
元
年
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
は
︑
永
興
軍
路
の
商
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州
・
虢
州
や
京
西
路
の
汝
州
・
N
州
・
鄧
州
・
蔡
州
・
潁
州
な
ど
で
も
︑
三
人
以
上
で
强
盜
に
;
ん
だ
者
や
そ
の
窩
*
に
は
盜
�
活
動
が
收
束

す
る
ま
で
の
特
例
措
置
と
し
て
重
法
で
處
斷
す
る
も
の
と
さ
れ
た(77

)
︒
む
ろ
ん
暫
定
立
法
と
斷
る
以
上
︑
恒
久
法
に
し
な
い
の
が
原
則
な
が
ら
︑

重
法
地
分
の
域
外
で
す
ら
重
法
を
�
用
す
る
�
例
が
い
ち
ど
で
き
て
し
ま
う
と
︑
そ
れ
が
劫
盜
犯
や
窩
藏
に
對
す
る
處
罰
を
示
す
準
則
と
し
て

こ
と
あ
る
ご
と
に
é
用
さ
れ
る
の
は
理
の
當
然
で
あ
り
︑
重
法
の
あ
り
方
に
も
影
0
を
;
ぼ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
︒
現
に
元
祐
七

年

(一
〇
九
二
)
に
な
り
︑
重
法
の
對
象
外
の
常
法
地
分
で
さ
え
︑
强
盜
を
窩
藏
す
れ
ば
重
法
に
倣
い
沒
收
財
產
の
'
分
を
犯
人
の
吿
發
者
や

捕
�
者
に
與
え
る
と
定
め
ら
れ
た
ほ
か(78

)
︑
重
法
地
分
に
お
い
て
す
ら
︑﹁
劫
盜
五
人
以
上
﹂
も
し
く
は
﹁
凶
惡
﹂
が
重
法
�
用
の
�
件
と
さ
れ

た
の
は(

79
)

︑
一
聯
の
變
則
を
如
實
に
傳
え
る
事
例
と
言
っ
て
よ
い
︒

こ
う
し
た
液
れ
は
紹
�
元
年

(一
〇
九
四
)
に
哲
宗
の
親
政
が
始
ま
り
怨
法
黨
が
再
び
R
出
し
て
も
す
ぐ
に
は
變
わ
ら
な
か
っ
た
が
︑
元
符

元
年

(一
〇
九
八
)
に
﹁
劫
盜
五
人
以
上
﹂
の
制
限
が
わ
ず
か
六
年
で
撤
廢
さ
れ
る
と(80

)
︑
妻
子
Y
管
法
が
復
活
し
︑
重
法
は
再
び
元
豐
敕
の
內

容
へ
と
囘
歸
し
た(81

)
︒
爾
後
︑
重
法
の
規
定
に
特
段
の
變
�
が
な
か
っ
た
點
か
ら
見
れ
ば
︑
元
祐
以
影
の
試
行
錯
(
は
單
な
る
ê
走
で
あ
っ
た
と

も
映
り
か
ね
な
い
が
︑
現
實
は
む
し
ろ
そ
の
反
對
で
あ
っ
た
︒
事
實
︑
元
祐
六
年

(一
〇
九
一
)
︑
窩
藏
重
法
を
一
部
改
定
す
る
に
あ
た
り
︑
官

憲
以
外
の
者
が
盜
�
の
捕
�
に
關
與
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら(82

)
︑
こ
れ
と
同
じ
詔
敕
に
お
い
て
重
法
地
分
の
域
外
で
强
盜

お
よ
び
持
仗
竊
盜
を
窩
藏
し
た
場
合
の
處
罰
規
定
が
-
記
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る(83

)
︒
確
か
に
︑
當
該
の
法
�
自
體
は
犯
罪
者
一
般
の
窩
藏
を
禁
じ

た
N
律
・
捕
6
一
八
の
法
�
に
手
を
加
え
る
か
た
ち
で
で
き
て
は
い
る
も
の
の
︑
窩
藏
に
着
目
し
て
盜
�
活
動
を
取
り
閲
ま
ろ
う
と
す
る
政
府

の
方
針
は
︑
治
安
上
の
特
定
地
域
の
み
を
對
象
と
す
る
盜
�
重
法
と
竝
ん
で
︑
い
ま
や
一
般
法
た
る
海
行
法
に
も
-
�
規
定
と
し
て
盛
り
こ
ま

れ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
う
し
て
海
行
法
が
窩
藏
に
關
す
る
法
�
規
制
を
閏
實
さ
せ
る
に
つ
れ
︑
重
法
地
分
の
存
在
,
義
に
も
あ
る
種
の
變

�
が
生
じ
る
の
は
1
け
ら
れ
な
か
っ
た
︒
と
く
に
元
符
元
年

(一
〇
九
八
)
の
法
改
正
に
際
し
て
︑﹁
强
盜
死
罪
p
重
者
﹂
を
窩
藏
し
た
者
を

﹁
重
法
地
分
窩
藏
法
﹂
に
依
據
し
て
處
斷
す
る
と
の
�
言
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
は
そ
の
端
�
な
例
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う(

84
)

︒
と
い
う
の
も
︑
こ

こ
で
の
重
法
は
い
わ
ば
量
𠛬
を
重
く
す
る
た
め
の
法
源
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
に
&
ぎ
ず
︑
元
來
が
重
法
地
分
で
の
み
施
行
さ
れ
る
と
い
う
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特
別
法
の
た
て
ま
え
は
も
は
や
,
味
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

他
面
︑
北
宋
後
�
に
は
重
法
の
A
用
だ
け
で
は
解
決
し
よ
う
の
な
い
問
題
が
隨
處
で
顯
在
�
し
て
い
た
︒
元
祐
年
閒
に
ù
る
事
例
と
は
い
え
︑

滄
州
の
報
吿
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
銳
く
指
摘
し
て
い
る
︒

滄
州
言
え
ら
く
︑
按
ず
る
に
︑
元
祐
敕
に
は
︑
錢
監
;
び
重
役
軍
人
の
合
に
�
す
べ
き
者
は
︑
沙
門
島
;
び
²
惡
處
は
本
條
に
依
る
を
除

く
の
外
︑
餘
は
幷
び
に
本
指
揮
の
下
名
に
勒
閏
す
︒
そ
の
存
留
す
べ
か
ら
ざ
る
者
は
︑
卽
ち
に
別
監
;
び
他
處
に
�
し
て
重
役
せ
し
む
︑

と
あ
り
︒
州
司
看
詳
す
る
に
︑
上
條
は
廣
南
を
以
て
輕
し
と
爲
し
︑
重
役
を
重
し
と
爲
す
に
係
り
︑
Õ
に
�
行
せ
ず
︒
今
來
︑
重
法
地
分

の
重
役
軍
人
は
多
く
是
れ
纍
曾

い
く
ど
も

作
�
せ
し
も
の
に
し
て
︑
却
て
徒
í
を
し
て
聚
ま
り
て
一
處
に
在
ら
し
む
れ
ば
︑
結
集
を
爲
し
て

復
ふ
た
た

び

强
盜
を
行
う
に
易
か
ら
し
む
︒
そ
の
吿
捕
人
は
舊
に
依
り
て
只
だ
本
營
或
い
は
別
の
重
役
の
處
に
在
り
︑
地
里
相
い
去
る
こ
と
²
か
ら
ざ

る
を
見
る
が
爲
に
︑
徃
徃
そ
の
仇
5
を
懼
れ
て
敢
え
て
吿
捕
せ
ず
︑
と
︒
(﹃
長
Y
﹄
卷
四
六
四
︑
元
祐
六
年
八
D
庚
戌
)

『水
滸
傳
﹄
の
舞
臺
と
し
て
も
¥
名
な
滄
州
で
は
︑
凶
惡
な
常
t
犯
を
�
軍
し
續
け
た
結
果
︑
收
容
先
の
廂
軍
や
鑄
錢
監
が
か
え
っ
て
盜
�
集

團
を
育
む
策
源
地
に
な
っ
て
い
た
ば
か
り
か
︑
み
な
が
報
復
を
怖
れ
る
あ
ま
り
︑
犯
罪
者
の
吿
發
や
捕
�
も
容
易
に
で
き
な
い
狀
況
を
�
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
重
法
が
雜
多
な
軍
z
と
表
裏
の
關
係
に
あ
る
群
盜
や
軍
�
に
對
處
す
る
目
�
で
登
場
し
︑
犯
罪
者
處
罰
の
方
法
と
し
て
�
軍

𠛬
に
一
つ
の
根
據
を
置
い
て
い
た
事
p
を
考
え
れ
ば
︑
こ
れ
は
由
々
し
き
事
態
と
言
う
ほ
か
な
い
︒

そ
の
う
え
︑
重
法
の
實
效
性
を
減
殺
し
て
い
た
の
は
︑
ひ
と
り
�
軍
𠛬
に
關
わ
る
矛
盾
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
︒
な
か
で
も
¥
力
な
原
因

と
さ
れ
た
の
は
︑
神
宗
!
に
王
安
石
の
*
Ö
で
實
施
さ
れ
た
案
問
欲
擧
自
首
法(85

)
で
あ
り
︑
哲
宗
!
に
曾
布
が
斷
行
し
た
强
盜
法
改
正
で
あ
っ
た(86

)
︒

侍
御
+
陳
7
升
言
え
ら
く
︑
(中
略
)
�
ご
ろ
︑
!
廷
︑
法
を
改
め
︑
强
盜
の
贓
を
計
え
て
應
に
O
と
す
べ
き
者
を
以
て
︑
竝
び
に
一
倍

を
增
す
︒
贓
滿
つ
れ
ど
も
人
を
傷
つ
け
ざ
る
︑﹇
;
び
人
を
傷
つ
け
た
る
と
雖
も
﹈
p
輕
き
者
は
︑
奏
裁
せ
し
む
︒
聞
く
が
如
く
は
︑
法

行
な
わ
る
る
の
後
︑
民
そ
の
ð
を
�
く
︒
被
苦
の
家
︑
盜
に
必
ず
死
す
る
の
理
な
き
を
以
て
敢
え
て
官
に
吿
げ
ず
︒
し
か
も
鄰
里
も
亦
た

こ
れ
が
爲
に
擒
捕
せ
ざ
る
は
︑
怨
仇
報
復
を
恐
る
れ
ば
な
り
︒
故
に
�
徒
の
益
ま
す
{
し
き
こ
と
︑
重
法
の
地
方
は
尤
も
甚
し
︒
(﹃
�
獻
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�
考
﹄
卷
一
六
七
︑
𠛬
考
六
︑
𠛬
制
︒
な
お
︑﹇

﹈
內
は
陳
7
升
﹃
讜
論
集
﹄
卷
三
︑
上
徽
宗
奏
論
强
盜
法
第
一
狀
に
よ
り
補
う
)

本
來
は
犯
罪
者
の
數
を
減
ら
す
目
�
で
始
め
た
嚴
𠛬
措
置
が
か
え
っ
て
重
法
な
ど
の
犯
罪
者
處
罰
の
效
果
を
低
下
さ
せ
︑
怨
た
な
社
會
不
安
す

ら
招
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
閒
の
保
甲
法
の
實
施
や
刺
�
法
改
革
と
の
關
係
を
考
え
れ
ば
︑
重
法
が
�
待
ど
お
り
の
成
果
を
擧
げ

ら
れ
な
い
理
由
は
到
底
こ
れ
だ
け
で
說
-
で
き
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
盜
�
問
題
の
本
質
に
觸
れ
な
い
ま
ま
個
別
法
規
の
修
正
と
A
用
の

み
で
對
處
し
て
き
た
政
策
A
營
が
大
き
な
壁
に
突
き
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
Ð
い
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
盜
�
重
法
は
多
く
の
矛
盾
を
ó
え
て
い
た
が
︑
そ
の
$
わ
り
か
た
は
あ
ま
り
に
も
N
突
で
あ
っ
た
︒
徽
宗
の
大
觀
二
年

(一
一

〇
八
)
︑
正
D
早
々
に
﹁
八
寶
赦
書
﹂
が
發
布
さ
れ
︑
同
法
の
廢
止
が
突
如
宣
吿
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
李
均
も
﹁
重
法

地
分
を
罷
む(87

)
﹂
と
記
す
の
み
で
︑
そ
の
理
由
や
背
景
は
ま
っ
た
く
傳
え
て
い
な
い
︒
し
か
も
﹁
今
ま
"
在
に
|
軍
の
聚
集
す
る
こ
と
千
を
以
て

數
う
る
に
至
る
︒
小
は
則
ち
�
邑
を
驚
動
し
︑
大
は
則
ち
公
け
に
劫
盜
を
爲
す(88

)
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
盜
�
と
軍
z
そ
し
て
犯
罪
者
の
關
係
が
い

ま
だ
治
安
の
惡
�
を
招
く
元
凶
で
あ
り
續
け
た
事
p
を
考
え
る
と
︑
こ
の
段
階
で
な
ぜ
重
法
の
廢
止
に
踏
み
き
れ
た
の
か
︑
正
直
な
と
こ
ろ
疑

問
は
殘
る
︒

實
際
︑
重
法
が
*
�
な
規
制
の
對
象
と
し
て
き
た
窩
藏
問
題
は
︑
同
法
の
廢
止
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
影
0
を
被
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

大
理
少
卿
任
良
弼
の
箚
子
に
奏
す
ら
く
︑
竊
か
に
聞
く
な
ら
く
︑
州
縣
の
獄
を

推
と
り
し
ら

べ
︑
盜
�
を
承
勘
す
る
に
︑
多
く
山
林
・
田
野
に
宿

泊
せ
り
と
妄
稱
す
る
を
容ゆ

る

し
︑
�
に
�
實
な
る
窩
藏
の
去
處

と
こ
ろ

を
根
究
せ
ざ
る
は
︑
惟
だ
に
官
賞
を
代
荏
し
て
³
理

と
り
た
て

に
從よ
し

な
か
ら
し
む
る
の

み
な
ら
ず
︑
�
ね
て
盜
を
藏か

く

ま
う
の
家
・
干
繫
鄰
保
等
の
人
は
憚
畏
す
る
と
こ
ろ
な
く
︑
公
然
と
容
養
し
て

縱
ほ
し
い
ま
ま

に
他
界
に
て
&
を
作

し
︑
良
民
を
4
5
せ
し
む
る
あ
る
を
致
す
︒
(﹃
宋
會
�
﹄
𠛬
法
三

−

六
八
︑
大
觀
元
年
八
D
四
日
)

こ
れ
を
讀
む
限
り
︑
基
本
�
な
論
點
は
仁
宗
!
の
論
客
た
ち
と
何
ら
變
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
︑
徽
宗
!
で
も
治
安
問
題
の
本
質
は
ほ
と
ん
ど
變

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
分
か
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
見
方
を
變
え
れ
ば
︑
重
法
と
竝
行
し
て
︑
ま
た
時
に
は
重
法
に
依
據
し
な
が
ら
發
展
し
て
き

た
窩
藏
規
制
の
A
用
に
關
わ
る
事
柄
で
あ
り
︑
も
は
や
重
法
地
分
か
否
か
に
關
係
な
く
取
り
組
む
べ
き
現
實
で
も
あ
っ
た
︒
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旣
営
し
た
と
お
り
︑
こ
の
種
の
法
�
規
制
は
哲
宗
!
を
�
じ
て
着
實
に
整
備
さ
れ
て
き
て
お
り
︑
も
は
や
重
法
だ
け
が
盜
�
の
窩
藏
を
規
制

す
る
法
源
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
重
法
地
分
の
枠
組
み
が
あ
る
限
り
︑
こ
れ
ら
を
一
律
に
A
用
す
る
に
は
何
か
と
制
J
が
と
も
な
う
だ
け

に
︑
勢
い
一
般
の
海
行
法
の
な
か
に
も
重
法
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
效
力
を
も
つ
法
令
を
設
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
�
き
た
と
し
て
も
お
か
し

く
は
な
い
︒
現
に
南
宋
の
慶
元
令
に
は
盜
�
重
法
の
廢
止
に
先
行
し
て
こ
れ
に
か
わ
る
法
規
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
痕
跡
が
殘
さ
れ

て
い
る
︒

諸
て
︑
�
人
が
强
盜
を
窩
藏
す
る
人
の
財
物
を
�
け
て
p
罪
を
出
入
す
る
を
﹇
吿
﹈
獲
せ
し
者
に
は
︑
吿
ぐ
る
と
こ
ろ
の
財
物
を
以
て
賞

に
閏
つ
︒
(﹃
慶
元
條
法
事
類
﹄
卷
七
三
︑
𠛬
獄
門
三
︑
出
入
罪
︑
賞
令
)

諸
て
p
を
知
り
て
劫
盜
を
藏
�
せ
し
者
は
︑
È
屋
を
折
衛
し
て
家
屬
を
移
徙
す
︒
(﹃
慶
元
條
法
事
類
﹄
卷
七
五
︑
𠛬
獄
門
五
︑
移
�
︑
斷
獄
令
)

法
�
を
一
瞥
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
窩
藏
者
の
財
產
を
沒
收
し
て
吿
發
者
に
與
え
︑
家
屬
を
强
制
移
È
さ
せ
る
の
は
︑
本
來
は
盜
�
重
法
に

特
¥
の
規
定
で
あ
り
︑
窩
家
を
破
却
す
る
と
い
う
の
は
︑
も
と
は
煕
寧
年
閒
に
李
常
が
重
法
と
は
別
ù
行
�
し
た
非
常
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い(89

)
︒

と
す
れ
ば
︑
重
法
と
同
等
か
部
分
�
に
重
い
罰
則
を
含
む
﹁
令
﹂
が
初
め
て
上
記
の
か
た
ち
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
︑
重
法
廢
止
の
�
後
に
制

定
さ
れ
た
元
符
令
か
政
和
令
よ
り
の
ち
の
こ
と
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
但
し
︑
な
ん
ら
か
の
代
替
策
も
な
い
ま
ま
重
法
が
廢
止
さ
れ
た
と

は
考
え
に
く
い
か
ら
︑
や
は
り
元
符
二
年

(一
〇
九
九
)
に
元
符
令
が
頒
行
さ
れ
た
段
階
か
ら
實
質
�
な
準
備
が
始
ま
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高

い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う(90

)
︒

�
す
る
に
︑
少
な
く
と
も
窩
藏
犯
に
對
す
る
處
罰
規
定
に
關
す
る
限
り
︑﹁
獨
り
匪
民
一
人
の
罪
を
犯
す
が
爲
に
︑
妻
孥
に
連
;
し
て
︑
そ

の
家
產
を
沒
せ
ら
る
る
こ
と
︑
�
ち
反
b
に
同
じ
﹂
と
言
わ
れ
る
重
法
特
¥
の
內
容
は
︑
そ
の
廢
止
に
先
行
し
て
K
國
一
律
に
�
用
さ
れ
る
一

般
法
つ
ま
り
海
行
法
の
な
か
に
-
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
當
時
の
記
錄
が
﹁
重
法
地
分
を
罷
む
﹂
と
記
す
措
置
は
︑
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
事
p

を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
直
接
に
は
徽
宗
時
代
に
濫
發
さ
れ
た
數
々
の
恩
赦
と
同
じ
く
a
𠛬
*
義
を
謳
う
權
力
者
の
人
氣
取
り
に
發
し
て

い
た
と
し
て
も
︑
實
質
は
治
安
上
の
重
點
地
域
を
特
定
し
て
盜
�
對
策
を
©
じ
る
手
法
が
�
字
ど
お
り
そ
の
役
割
を
$
え
た
と
い
う
の
が
正
直
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な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

結
び
に
か
え
て

宋
代
に
は
大
規
模
な
農
民
蜂
�
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
わ
り
︑
群
盜
や
軍
�
と
呼
ば
れ
る
盜
�
集
團
の
不
法
行
爲
が
相
繼
ぎ
︑
深
刻
な
社

會
不
安
を
招
い
た
︒
大
抵
の
盜
�
は
數
人
か
ら
十
人
の
單
位
で
集
散
を
繰
り
�
し
︑
*
�
な
街
£
や
水
路
の
沿
線
で
掠
奪
や
暴
行
を
重
ね
た
が
︑

北
宋
中
頃
に
は
盜
�
の
活
動
が
廣
鋭
な
地
域
に
;
ん
だ
だ
け
で
な
く
︑
時
と
し
て
强
力
な
武
裝
集
團
に
膨
れ
あ
が
り
國
家
に
公
然
と
反
抗
す
る

�
徒
す
ら
現
れ
た
︒

こ
れ
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
國
家
は
捕
盜
體
制
や
®
保
組
織
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
︑
盜
�
に
隱
れ
家
や
各
種
の
�
宜
を
供
與
す
る
窩

藏
に
は
あ
え
て
苛
ú
な
法
�
規
制
を
行
う
こ
と
で
廣
域
犯
罪
の
據
點
を
斷
ち
切
る
行
動
に
出
た
︒
北
宋
後
�
に
登
場
し
た
盜
�
重
法
が
そ
れ
で

あ
り
︑
英
宗
の
治
�
二
年

(一
〇
六
五
)
に
單
行
立
法
と
し
て
成
立
し
た
窩
藏
重
法
が
そ
の
第
一
步
と
な
っ
た
︒
む
ろ
ん
そ
れ
は
盜
�
の
窩
藏

に
�
を
O
っ
て
法
�
規
制
を
加
え
た
點
で
は
劃
�
�
な
も
の
な
が
ら
︑
不
法
行
爲
に
對
す
る
嚴
し
い
Î
勢
に
比
べ
て
そ
の
效
力
が
;
ぶ
範
圍
は

き
わ
め
て
限
定
�
で
あ
っ
た
︒
こ
の
點
は
ü
年
に
重
法
地
分
の
劫
盜
犯
を
取
り
閲
ま
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
劫
盜
重
法
に
お
い
て
も
同
樣
で
︑

や
は
り
國
都
開
封
と
®
接
す
る
ご
く
限
ら
れ
た
州
縣
で
�
用
さ
れ
た
に
&
ぎ
な
い
︒
盜
�
重
法
と
は
こ
の
窩
藏
重
法
と
劫
盜
重
法
と
を
合
わ
せ

た
呼
稱
で
あ
り
︑
そ
の
後
も
法
�
の
內
容
に
は
手
を
觸
れ
な
い
ま
ま
重
法
地
分
を
增
や
し
續
け
た
結
果
︑
や
は
り
地
域
�
な
ý
り
は
拭
え
な
い

も
の
の
︑
神
宗
の
煕
寧
十
年

(一
〇
七
七
)
に
は
國
都
開
封
と
黃
河
中
下
液
域
や
淮
水
液
域
を
結
ぶ
�
地
だ
け
で
な
く
︑
福
円
の
山
閒
部
に
ま

で
施
行
範
圍
を
擴
げ
た
︒
な
お
︑
元
豐
七
年

(一
〇
八
四
)
に
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
が
頒
行
さ
れ
る
と
︑
盜
�
重
法
も
-
�
規
定
と
し
て
記
載
さ
れ

た
が
︑
重
法
地
分
で
は
武
臣
縣
尉
を
登
用
す
る
と
定
め
た
一
事
を
除
け
ば
︑
爾
後
︑
怨
た
な
內
容
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
盜
�
重
法
の
性
格
に
大
き
な
轉
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑
哲
宗
の
元
祐
年
閒

(
一
〇
八
六
～
九
三
)
に
舊
法
黨
政
權
の
も
と
で
©

じ
ら
れ
た
一
聯
の
治
安
政
策
で
あ
っ
た
︒
重
法
自
體
に
關
し
て
は
︑
妻
子
緣
坐
法
が
一
時
�
に
æ
除
さ
れ
た
も
の
の
︑
む
し
ろ
�
用
地
域
の
擴
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大
や
機
能
强
�
が
圖
ら
れ
る
一
方
で
︑
元
祐
二
年
に
華
北
諸
路
と
開
封
府
界
で
暫
定
�
に
實
施
さ
れ
た
盜
�
對
策
が
契
機
と
な
っ
て
︑
重
法
地

分
の
域
外
で
も
盜
�
の
窩
藏
に
對
す
る
取
り
閲
ま
り
が
一
氣
に
加
þ
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
結
果
︑
元
祐
六
年

(
一
〇
九
一
)
に
は
K
國
一

律
に
盜
�
の
窩
藏
を
禁
止
す
る
條
項
が
早
く
も
設
け
ら
れ
た
ば
か
り
か
︑
怨
法
黨
が
再
び
R
出
し
た
元
符
元
年

(一
〇
九
八
)
に
は
︑
た
と
え

重
法
地
分
で
な
く
と
も
︑
と
く
に
罪
狀
の
重
い
窩
藏
犯
に
は
重
法
を
�
用
す
る
と
の
�
言
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
一
般
法
と
し
て
の
鋭

用
性
を
¥
す
る
法
規
の
な
か
で
重
法
を
一
つ
の
法
源
と
し
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
言
う
重
法
地
分
の
語
に
は
單
な
る
量
𠛬
の
規
準

以
上
の
,
味
は
與
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
こ
の
種
の
法
規
制
が
い
ち
ど
重
法
地
分
と
は
無
緣
な
と
こ
ろ
で
積
極
�
な
役
割
を
擔
い

は
じ
め
る
と
︑
特
定
の
地
域
に
限
っ
て
嚴
格
な
盜
�
對
策
を
©
じ
る
方
法
の
,
義
自
體
が
7
第
に
�
れ
て
い
く
の
は
も
は
や
1
け
ら
れ
な
い
︒

現
に
重
法
の
*
�
な
部
分
が
海
行
法
た
る
敕
令
格
式
に
-
�
�
さ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
重
法
地
分
の
語
が
地
方
官
ポ
ス
ト
の
等
Ú
を
示
す
指
標

と
し
て
む
し
ろ
重
視
さ
れ
だ
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
液
れ
と
無
緣
で
は
あ
る
ま
い(91

)
︒
實
際
︑
徽
宗
の
大
觀
二
年

(一
一
〇
八
)
︑
重
法

地
分
が
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
い
ま
ま
廢
止
さ
れ
︑
盜
�
重
法
の
四
十
三
年
に
わ
た
る
步
み
に
$
止
符
が
打
た
れ
た
の
は
︑
國
都
開
封
を
軸
と
す

る
s
�
幹
線
の
治
安
確
保
を
第
一
義
に
置
く
政
策
の
$
焉
を
吿
げ
る
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
て
は
重
法
だ
け
の
屬
性
と
さ
れ
た
各
種
の
窩
藏
規
制

が
い
ま
や
�
�
�
な
規
範
へ
と
昇
華
し
た
證
で
も
あ
っ
た
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
N
律
か
ら
-
律
へ
の
移
行
�
に
あ
た
り
︑
北
宋
後
�
に
實
施
さ
れ
た
盜
�
重
法
が
窩
藏
規
制
の
分
野
で
怨
た
な
法
�
規
準

を
À
築
し
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
多
く
が
一
般
法
た
る
海
行
法
の
-
�
規
定
へ
と
發
展
�
解
U
を
Õ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
元
制
の
强
竊
盜
�

窩
*
例
や
-
律
の
盜
�
窩
*
法
の
À
成
�
件
を
實
質
�
に
準
備
し
た
,
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑
か
つ
て
重
法
の
�
も
苛

ú
な
特
�
と
さ
れ
た
妻
子
緣
坐
法
と
沒
收
財
產
の
給
賞
規
定
は
︑
南
宋
で
も
海
行
法
に
記
載
さ
れ
窩
藏
を
取
り
閲
ま
る
¥
效
な
方
法
と
さ
れ
續

け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず(92

)
︑
こ
れ
が
後
世
に
�
け
繼
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
宋
代
に
し
か
見
ら
れ
な
い
問
題
が
集
J
さ

れ
て
お
り
︑
こ
の
種
の
規
定
が
元
代
以
影
に
Î
を
U
し
た
背
景
に
は
單
な
る
條
�
變
�
だ
け
で
は
說
-
で
き
な
い
事
p
が
あ
っ
た
に
相
Ð
あ
る

ま
い
︒
そ
の
一
因
と
し
て
は
︑
重
法
の
制
定
時
か
ら
*
�
な
規
制
對
象
で
あ
っ
た
豪
民
大
姓
に
關
し
て
國
家
の
Î
勢
が
變
�
し
た
こ
と
も
少
な
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か
ら
ず
影
0
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
が
︑
具
體
�
な
檢
證
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
め
︑
こ
こ
は
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る

こ
と
に
し
た
い
︒
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圖一 北宋時代の重法地�



�(1
)

佐
伯
富
﹁
宋
代
に
お
け
る
重
法
地
分
に
つ
い
て
﹂﹃
中
國
+
硏
究
﹄

第
一
︑
東
洋
+
硏
究
會
︑
一
九
六
九
年

(初
出
は
一
九
五
〇
年
)︒

(2
)

梅
原
郁
﹃
宋
代
司
法
制
度
硏
究
﹄
創
�
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
四

四
～
二
五
五
頁
︒

(3
)

-
律
・
𠛬
律
︑
�
盜
︑
盜
�
窩
*
︒
凡
强
盜
窩
*
Ä
,
︑
身
雖
不

行
︑
但
分
贓
者
︑
斬
︒
若
不
行
印
不
分
贓
者
︑
杖
一
百
液
三
千
里
︒

共
謀
者
︑
行
而
不
分
贓
︑
;
分
贓
而
不
行
︑
皆
斬
︒
若
不
行
印
不
分

贓
者
︑
杖
一
百
︒
竊
盜
窩
*
Ä
,
︑
身
雖
不
行
︑
但
分
贓
者
︑
爲
首

論
︒
若
不
行
印
不
分
贓
者
︑
爲
從
論
︒
以
臨
時
*
,
上
盜
者
爲
首
︑

其
爲
從
者
︑
行
不
分
贓
︑
;
分
贓
而
不
行
︑
仍
爲
從
論
︒
若
不
行
印

不
分
贓
︑
笞
四
十
︒
(中
略
)
若
知
强
竊
盜
贓
而
故
買
者
︑
計
"
買

物
坐
贓
論
︒
知
而
寄
藏
者
︑
減
一
等
︒
各
罪
止
杖
一
百
︒

(4
)

『元
典
違
﹄
卷
四
九
︑
𠛬
部
一
一
︑
强
竊
盜
�
窩
*
︒
(大
德
七
年

八
D
)
本
部
議
得
︑
(中
略
)
强
竊
盜
�
︑
首
乃
Ä
,
︑
從
卽
隨
行
︑

已
¥
定
例
︒
雖
曰
窩
*
︑
而
¥
�
,
糾
合
︑
指
引
上
盜
︑
分
�
贓
物
︒

身
雖
不
行
︑
旣
係
元
謀
︑
合
爲
首
論
︒
若
未
行
盜
;
行
盜
之
後
︑
知

p
窩
藏
︑
分
�
贓
者
︑
減
强
竊
從
�
一
等
︑
免
刺
科
斷
︒
其
或
經
斷

後
︑
$
不
改
者
︑
與
從
�
同
罪
︑
相
應
︒
都
省
准
擬
︑
咨
�
依
上
施

行
︒

(5
)

薛
允
升
﹃
N
-
律
合
Y
﹄
卷
二
〇
︑
-
律
︑
𠛬
律
一
︑
盜
�
窩
*
︒

む
ろ
ん
N
律
に
も
窩
藏
に
關
す
る
規
制
は
存
在
し
た
が
︑
捕
6
一
八

に
﹁
諸
知
p
藏
�
罪
人
︑
若
&
致
�
給
︹
謂
事
發
被
³
;
6
@
之

類
︺︑
令
得
隱
1
者
︑
各
減
罪
人
罪
一
等
﹂
と
あ
る
と
お
り
︑
そ
の

對
象
は
あ
く
ま
で
犯
罪
者
一
般
で
あ
り
︑
盜
犯
に
特
定
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
︒

(6
)

『
慶
元
條
法
事
類
﹄
卷
六
︑
職
制
門
三
︑
批
書
︑
捕
6
令
︒
同
書

卷
七
︑
職
制
門
四
︑
監
司
 
歷
︑
捕
6
令
︒

(7
)

慶
元
捕
6
令
の
:
�
の
な
か
で
謀
@
が
盜
�
集
團
の
不
法
行
爲
と

同
列
に
�
わ
れ
て
い
る
の
は
些
か
奇
衣
で
あ
る
︒
但
し
︑
N
律
・
�

盜
四
に
は
︑
本
來
は
謀
@
で
な
く
と
も
︑
犯
人
が
山
野
に
|
6
し
て

歸
�
命
令
に
從
わ
な
か
っ
た
り
︑
R
ん
で
官
憲
に
抵
抗
す
れ
ば
︑
謀

@
と
同
樣
に
處
罰
す
る
と
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
︑
抵
抗
に
際
し
て

城
市
を
攻
擊
し
掠
奪
に
;
ぶ
場
合
も
想
定
し
て
お
り
︑
む
し
ろ
犯
罪

の
凶
惡
さ
と
い
う
點
で
は
こ
れ
ら
の
盜
�
集
團
の
活
動
も
謀
@
と
同

じ
水
準
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(律
令
硏

究
會
Y
﹃
譯
6
日
本
律
令
﹄
七
︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
八
七
年
︑
七

四
～
七
九
頁
)
︒

(8
)

司
馬
光
﹃
�
治
�
鑑
﹄
卷
二
八
七
︑
後
漢
紀
二
︑
高
祖
天
福
十
二

年
秋
七
D
乙
未
︒

(9
)

『宋
𠛬
瓜
﹄
卷
一
九
︑
强
盜
竊
盜
條
に
引
く
周
顯
德
五
年
七
D
七

日
敕
條
︒

(10
)

『
宋
𠛬
瓜
﹄
卷
一
九
︑
�
盜
律
︑
强
盜
竊
盜
條
に
引
く
円
隆
三
年

十
二
D
五
日
敕
Í
�
︒
李
燾
﹃
續
�
治
�
鑑
長
Y
﹄

(
以
下
﹃
長

Y
﹄
と
略
稱
)
卷
三
︑
円
隆
三
年
十
二
D
︒
舊
制
︑
强
盜
贓
滿
十
Q

者
O
︒
庚
寅
︑
詔
改
爲
錢
三
千
足
陌
者
︑
處
死
︹
景
祐
二
年
八
D
印

改
︒
︺
︒
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(11
)

曾
我
部
靜
雄
﹁
宋
代
の
 
檢
・
縣
尉
と
招
安
政
策
﹂﹃
宋
代
政
經

+
の
硏
究
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
七
四
年
︑
一
七
三
～
一
七
七
頁

(初
出
は
一
九
六
四
年
)︒

(12
)

『長
Y
﹄
卷
八
︑
乾
德
五
年
夏
四
D
丙
戌
︒
詔
︑
比
者
强
盜
持
仗
︑

雖
不
傷
人
者
︑
皆
棄
市
︒
自
今
雖
¥
杆
棒
︑
但
不
傷
人
者
︑
止
計
贓

以
論
其
罪
︒

(13
)

『長
Y
﹄
卷
一
一
七
︑
景
祐
二
年
八
D
壬
子
朔
︒
詔
改
强
盜
法
︑

不
持
仗
︑
不
得
財
︑
徒
二
年
︒
得
財
爲
錢
萬
;
傷
人
者
︑
死
︒
持
仗

而
不
得
財
︑
液
三
千
里
︒
得
財
爲
錢
五
千
者
︑
死
︒
傷
人
者
︑
殊
死
︒

不
持
仗
得
財
爲
錢
六
千
︑
若
持
仗
罪
不
至
死
者
︑
仍
刺
�
千
里
外
牢

城
︒
强
盜
法
の
變
�
と
そ
の
,
義
に
つ
い
て
は
︑
	
正
«
﹃
N
宋
時

代
𠛬
罰
制
度
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學


出
版
會
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二

四
六
～
二
五
二
頁
を
參
照
︒

(14
)

�
6

(13
)
"
引
の
﹃
長
Y
﹄
の
續
き
︒
旣
而
¥
司
言
︑
竊
盜
不

用
威
力
︑
得
財
爲
錢
五
千
︑
卽
刺
爲
兵
︑
反
重
於
强
盜
︑
�
竊
盜
罪

亦
第
減
之
︑
至
十
千
刺
爲
兵
︒
詔
可
︒

(15
)

�
6

(13
)
"
引
の
﹃
長
Y
﹄
に
は
︑﹁
後
詔
︑
實
錄
在
此
D
壬

申
︑
今
竝
書
之
﹂
と
:
記
を
つ
け
る
︒

(16
)

佐
伯
・
�
揭
﹁
宋
代
に
お
け
る
重
法
地
分
に
つ
い
て
﹂
四
六
九
～

四
七
〇
頁
︒

(17
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
(以
下
﹃
宋
會
�
﹄
と
略
稱
)
兵
一
三

−

一
五
︑

紹
興
四
年
正
D
六
日
︒
𠛬
部
言
︑
臨
安
府
城
內
犯
彊
盜
之
人
︑
緣
¥

紹
興
二
年
三
D
四
日
已
影
指
揮
︑
竝
依
開
封
府
條
法
斷
罪
︒
其
本
府

城
內
知
欲
爲
彊
盜
之
p
而
藏
�
︑
&
致
�
給
︑
令
得
爲
盜
︑
令
得
隱

1
者
︑
卽
未
¥
許
依
開
封
府
條
法
指
揮
︒
若
¥
似
此
犯
人
︑
亦
乞
引

用
開
封
府
條
法
︒
餘
非
犯
彊
盜
者
︑
卽
知
p
藏
�
・
&
致
�
給
之
人
︑

自
不
合
一
例
引
用
開
封
府
條
法
︒
從
之
︒
こ
の
記
事
か
ら
︑
北
宋
末

�
の
開
封
府
條
法
が
竊
盜
犯
だ
け
で
な
く
强
盜
犯
や
そ
の
窩
藏
に
も

規
制
の
對
象
を
擴
げ
て
い
た
と
分
か
る
︒
な
お
︑﹁
京
城
竊
盜
常
法
﹂

と
い
う
表
現
は
︑﹃
長
Y
﹄
卷
四
九
三
︑
紹
�
四
年
十
一
D
甲
辰
な

ど
に
見
え
る
︒

(18
)

北
宋
で
は
こ
の
頃
か
ら
盜
�
の
數
が
十
人
以
上
に
Z
す
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
︑
擔
當
部
門
の
報
吿
義
務
や
褒
賞
の
荏
給
︑
あ
る
い
は

鎭
壓
部
z
の
�
�
な
ど
の
事
柄
が
Ï
斷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

(19
)

『
宋
會
�
﹄
兵
一
二

−

一
六
︑
大
觀
二
年
六
D
十
八
日
︒
臣
寮
言
︑

河
朔
沿
西
山
一
帶
︑
林
木
茂
密
︑
多
¥
逋
|
藏
�
︒
其
閒
稍
失
羈
防
︑

則
聚
爲
�
盜
︒﹃
宋
+
﹄
卷
三
五
六
︑
任
諒
傳
︒
提
點
京
東
𠛬
獄
︒

梁
山
濼
漁
者
t
爲
盜
︑
蕩
無
名
籍
︑
諒
伍
其
家
︑
刻
其
舟
︑
非
是
不

得
輒
入
︒
他
縣
地
錯
其
閒
者
︑
鑱
石
爲
表
︑
盜
發
︑
則
督
�
名
捕
︑

莫
敢
不
盡
力
︑
跡
無
"
容
︒

(20
)

『
長
Y
﹄
卷
七
九
︑
大
中
祥
符
五
年
十
一
D
戊
申
︒
詔
︑
如
聞
緣

汴
護
堤
河
淸
卒
�
5
行
客
︑
取
其
�
財
︑
棄
尸
水
中
︑
頗
難
頴
露
︑

可
-
揭
賞
典
︑
募
人
糾
吿
︒

(21
)

趙
汝
愚
﹃
國
!
諸
臣
奏
議
﹄
卷
一
四
四
︑
邊
防
門
︑
盜
�
︑
上
神

宗
論
京
東
盜
�

(李
琮
)
︹
元
豐
三
年
︺
︒

(22
)

蘇
軾
﹃
東
坡
先
生
K
集
﹄
卷
二
六
︑
徐
州
上
皇
�
書
︹
元
豐
元

年
︺︒
な
お
︑
下
記
の
+
料
か
ら
︑
こ
の
二
年
�
に
は
神
宗
も
同
樣

の
指
摘
を
し
て
い
た
と
分
か
る
︒﹃
長
Y
﹄
卷
二
七
七
︑
煕
寧
九
年

七
D
辛
酉
︒
上
批
︑
河
北
・
京
東
時
¥
結
集
群
盜
︑
攻
劫
鎭
市
︑
殺

傷
官
�
︑
聞
多
是
怨
條
"
�
河
淸
軍
6
︒
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(23
)

『長
Y
﹄
卷
六
三
︑
景
德
三
年
五
D
辛
亥
︒
京
東
頗
¥
群
盜
︑
依

阻
山
河
爲
民
患
︒
�
�
與
轉
A
�
張
知
白
等
相
視
"
部
州
軍
︑
分
爲

五
路
︑
各
置
 
檢
司
︑
令
督
捕
之
︒

(24
)

『宋
會
�
﹄
職
官
四
八

−

一
二
六
︑
天
禧
三
年
九
D
二
十
九
日
︒

﹇
詔
﹈
令
諸
路
 
檢
不
得
以
犯
罪
�
軍
卒
・
景
跡
百
姓
於
地
內
緝
�
︒

時
京
東
提
點
𠛬
獄
言
︑
 
檢
�
臣
差
軍
卒
於
地
分
緝
�
︑
"
差
之
人
︑

皆
犯
罪
�
隸
者
︑
恣
�
村
擾
民
︒
故
¥
條
J
︒

(25
)

『長
Y
﹄
卷
一
八
八
︑
嘉
祐
三
年
十
二
D
丁
巳
︒
詔
諸
路
每
一
州

軍
 
檢
¥
至
三
五
員
者
︑
印
兩
三
州
至
三
五
州
至
八
九
州
︑
¥
都

監
・
同
 
檢
︑
或
�
泊
捉
�
︑
員
數
旣
多
︑
非
惟
軍
馬
勢
分
︑
�
�

驚
劫
︑
罕
能
獲
�
︑
惟
�
縣
弓
手
t
知
�
"
藏
�
︑
而
捕
獲
之
︒
其

一
州
軍
止
留
 
檢
一
人
︑
數
州
留
都
 
檢
一
人
︒
其
沿
江
海
汴
河
險

僻
之
地
︑
舊
¥
 
檢
處
︑
其
留
之
︒
其
增
�
縣
弓
手
︑
減
散
從
・
承

符
・
脚
力
︑
代
以
剩
員
︒

(26
)

『宋
會
�
﹄
兵
一
一

−

一
一
︑
天
�
四
年
六
D
十
一
日
︒
金
部
員

外
郞
尙
霖
言
︑
鄆
州
�
陰
縣
弓
手
在
家
窩
盤
�
人
︑
結
連
徒
黨
︑
�

給
糧
糗
︑
供
借
器
仗
︑
利
其
厚
賂
︑
庇
此
兇
人
︒
欲
�
自
今
應
捕
盜

公
人
停
藏
�
人
︑
雖
�
赦
︑
竝
奏
候
!
旨
︒
從
之
︒

(27
)

『宋
會
�
﹄
兵
一
一

−

八
︑
天
禧
二
年
四
D
十
四
日
︒
詔
河
東
轉

A
司
︑
自
今
寇
盜
攻
劫
居
民
︑
令
村
保
卽
時
申
官
收
捕
︑
敢
隱
而
不

言
︑
干
繫
人
悉
寘
于
罪
︒
先
是
︑
上
封
者
言
︑
邊
郡
民
¥
被
盜
者
︑

本
村
耆
保
抑
而
不
言
︑
�
賜
條
J
︒
故
¥
是
詔
︒

(28
)

宮
崎
市
定
﹁
水
滸
傳
﹂﹃
宮
崎
市
定
K
集
﹄
一
二
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
二
年
︑
二
七
八
～
二
七
九
頁

(初
出
は
一
九
七
二
年
)︒

(29
)

『長
Y
﹄
卷
一
一
七
︑
景
祐
二
年
秋
七
D
壬
寅
︒
詔
︑
如
聞
河

北
・
河
東
¥
不
{
之
民
︑
陰
相
�
結
︑
號
爲
棍
子
社
︑
亦
曰
沒
命
社
︒

自
今
捕
獲
者
︑
決
�
它
州
牢
城
︑
爲
首
者
奏
裁
︑
能
自
首
者
除
其
罪
︒

(30
)

歐
陽
脩
﹃
歐
陽
�
忠
公
�
集
﹄
卷
一
一
八
︑
河
北
奉
�
奏
草
下
︑

五
保
牒
︒
當
司
檢
會
︑
´
下
諸
州
軍
︑
�
年
不
È
申
報
盜
�
群
火
極

多
︒
葢
緣
盜
�
必
先
須
�
村
各
¥
宿
食
窩
藏
之
處
︑
;
"
得
贓
物
常

¥
轉
賣
寄
附
之
家
︑
然
後
方
能
作
�
︒
"
以
自
來
每
¥
群
盜
驚
劫
︑

;
至
官
司
捕
捉
︑
印
却
分
散
不
見
蹤
跡
︑
卒
難
�
覔
︒
葢
爲
�
村
不

相
覺
察
︑
致
得
姦
盜
之
人
到
處
︑
�
可
容
隱
︒

(31
)

�
6

(5
)
"
引
の
N
律
・
捕
6
一
八
︒
な
お
︑
�
贓
・
故
買
に

つ
い
て
は
︑
N
律
・
�
盜
四
九
に
﹁
諸
知
略
・
和
誘
;
强
盜
・
竊
盜

而
�
分
者
︑
各
計
"
�
贓
︑
準
竊
盜
論
減
一
等
︑
知
盜
贓
而
故
買
者
︑

坐
贓
論
減
一
等
︑
知
而
爲
藏
者
︑
印
減
一
等
﹂
と
あ
る
︒

(32
)

司
馬
光
﹃
溫
國
�
正
司
馬
公
�
集
﹄
卷
五
四
︑
乞
罷
保
甲
招
置
長

名
弓
手
箚
子
︒

(33
)

陳
7
升
﹃
讜
論
集
﹄
卷
三
︑
上
徽
宗
奏
論
京
師
强
盜
︒
臣
竊
以
京

師
浩
穰
之
地
︑
人
物
繁
夥
︑
寇
盜
頗
多
︒
�
後
敗
獲
︑
官
司
推
鞫
︑

竝
不
仔
細
究
治
贓
物
︑
惟
³
其
一
二
︑
窩
家
悉
略
而
不
問
︑
t
以
成

風
︑
恬
不
爲
怪
︒
�
徒
賴
窩
家
以
¥
容
︑
窩
家
賴
贓
物
以
爲
利
︒
是

以
盜
�
益
熾
︑
良
民
不
得
安
居
︒
こ
れ
は
北
宋
末
の
事
例
な
が
ら
︑

開
封
周
邊
に
�
徒
と
窩
藏
が
集
中
し
た
事
p
を
端
�
に
物
語
っ
て
い

る
︒

(34
)

『宋
會
�
﹄
𠛬
法
四

−

一
二
︑
天
�
三
年
七
D
︒
詔
自
今
馬
遞
鋪

軍
士
�
贓
︑
窩
盤
劫
�
︑
供
食
指
Ö
︑
偵
探
 
捕
者
︑
"
在
具
事
狀

聞
奏
︑
當
²
�
︒
宋
代
に
窩
藏
が
問
題
と
な
っ
た
背
景
に
は
︑
N
末

以
影
︑
各
地
に
邸
店
・
櫃
坊
が
置
か
れ
︑
倉
庫
業
や
金
融
業
あ
る
い
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は
宿
泊
施
設
が
發
Z
し
た
の
と
な
に
が
し
か
共
�
す
る
事
p
が
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
る
︒

(35
)

『長
Y
﹄
卷
一
四
一
︑
慶
曆
三
年
六
D
甲
子
︒﹃
國
!
諸
臣
奏
議
﹄

卷
一
四
四
︑
邊
防
門
︑
上
仁
宗
論
禦
盜
之
策
莫
先
安
民

(余
靖
)

︹
慶
曆
三
年
︺︒

(36
)

『長
Y
﹄
卷
一
三
八
︑
慶
曆
二
年
十
一
D
戊
戌
︒
詔
凡
¥
劫
盜
入

州
縣
城
︑
其
長
�
・
都
監
・
 
檢
・
令
長
︑
竝
云
罪
以
聞
︒
こ
れ
も

當
時
の
�
活
動
に
對
應
し
た
措
置
で
あ
り
︑
慶
元
捕
6
令
の
﹁
州
縣

鎭
寨
內
劫
盜
﹂
と
い
う
�
言
に
歸
結
す
る
︒

(37
)

『長
Y
﹄
卷
一
四
五
︑
慶
曆
三
年
︒
繼
而
光
�
軍
宣
毅
@
卒
五
百

餘
人
︑
邵
興
爲
之
長
︑
至
商
於
瀼
口
︑
衆
已
千
餘
人
︒
(中
略
)
邵

興
印
�
百
里
︑
揭
榜
招
誘
本
州
鑄
錢
監
兵
J
二
千
人
︑
皆
鄜
・
�
・

涇
・
原
失
陷
*
將
正
軍
;
鼎
・
澧
・
岳
・
鄂
纍
作
&
�
隸
籍
中
者
︒

(38
)

『樂
K
集
﹄
卷
二
二
︑
論
地
震
�
備
寇
盜
事
︒
印
京
東
西
之
民
︑

多
信
妖


︒
凡
小
村
落
輒
立
神
祠
︑
蚩
蚩
之
民
惑
於
禍
福
︑
�
�
奔

湊
︑
相
從
聚
散
︑
遞
相
�
�
︑
官
不
得
知
︑
惟
知
畏
神
︑
不
復
憚
法
︒

張
方
�
は
京
東
・
京
西
の
盜
�
對
策
と
關
聯
し
て
宗
敎
結
社
の
危
險

性
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
こ
の
懸
念
は
ü
年
の
王
則
の
亂
で
現
實
の

も
の
と
な
っ
た
︒

(39
)

�
6

(30
)
"
引
の
﹃
歐
陽
�
忠
公
�
集
﹄
卷
一
一
八
︑
河
北
奉

�
奏
草
下
︑
五
保
牒
の
續
き
︒

(40
)

梅
原
・
�
揭
書
︑
二
四
六
～
二
五
五
頁
︒
曾
我
部
・
�
揭
﹁
宋
代

の
 
檢
・
縣
尉
と
招
安
政
策
﹂
一
四
五
～
一
九
九
頁
︒

(41
)

こ
れ
と
同
じ
內
容
の
記
事
は
︑﹃
宋
+
﹄
卷
一
九
九
︑
𠛬
法
一
︑

馬
端
臨
﹃
�
獻
�
考
﹄
卷
一
六
七
︑
𠛬
考
六
︑
𠛬
制
に
も
見
�
け
ら

れ
る
が
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
𠛬
法
志
﹂
と
は
﹃
神
宗
正
+
﹄
の
そ
れ
と

考
え
て
閒
Ð
い
な
か
ろ
う
︒

(42
)

南
宋
の
學
者
李
心
傳
は
﹃
舊
聞
證
(
﹄
卷
二
の
な
か
で
︑﹁
會
�
﹂

や
﹁
實
錄
﹂
を
も
と
に
考
證
を
行
い
︑
李
燾
が
依
據
し
た
﹁
𠛬
法

志
﹂
に
は
不
用
,
な
省
略
と
若
干
の
事
實
(
�
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
︒

(43
)

范
祖
禹
﹃
范
太
+
集
﹄
卷
二
四
︑
乞
除
�
盜
重
法
狀
︒﹃
長
Y
﹄

卷
四
七
八
︑
元
祐
七
年
冬
十
D
丙
子
︒

(44
)

『長
Y
﹄
卷
二
〇
六
︑
治
�
二
年
九
D
辛
巳
︒
命
*
客
郞
中
・
權

發
�
開
封
府
Ï
官
王
靖
︑
復
提
擧
捉
殺
開
封
府
界
;
曹
・
濮
・
澶
・

滑
州
未
獲
盜
�
︒
靖
旣
�
命
︑
"
捕
獲
十
八
九
︑
因
言
盜
�
不
戢
︑

由
大
姓
爲
嚢
槖
︑
�
以
重
法
坐
�
者
︒
著
爲
令
︒

(45
)

『
宋
會
�
﹄
兵
一
一

−

二
六
︑
治
�
三
年
四
D
五
日
︒
詔
︑
開
封

府
長
垣
・
考
城
・
東
-
縣
幷
曹
・
濮
・
澶
・
滑
州
諸
縣
獲
强
劫
罪
死

者
︑
以
分
"
當
得
家
產
給
吿
人
︑
本
Ç
骨
肉
︑
Ê
千
里
外
州
軍
Y
管
︒

卽
�
赦
影
︑
與
知
人
欲
吿
・
案
問
欲
擧
自
首
・
災
傷
減
等
︑
竝
�
沙

門
島
︒
罪
至
徒
﹇
液
﹈
者
︑
刺
�
廣
南
²
惡
州
軍
牢
城
︑
以
家
產
之

'
賞
吿
人
︑
本
Ç
骨
肉
︑
Ê
五
百
里
外
州
軍
Y
管
︒
Y
管
者
︑
�
赦

毋
�
︒
五
¬
內
吿
首
者
︑
具
案
奏
︒
獲
�
該
酬
賞
者
︑
不
用
災
傷
影

等
︒
か
ね
て
重
法
が
�
用
さ
れ
た
開
封
府
界
と
は
︑
こ
の
+
料
に

よ
っ
て
︑
長
垣
・
考
城
・
東
-
の
三
縣
と
分
か
る
︒

(46
)

『長
Y
﹄
卷
三
四
四
︑
元
豐
七
年
三
D
乙
巳
︒
凡
劫
盜
罪
當
死
者
︑

籍
其
家
貲
以
賞
吿
人
︑
妻
子
Y
置
千
里
︒
�
赦
若
災
傷
減
等
者
︑
�

²
惡
處
︒
罪
當
徒
液
者
︑
�
嶺
表
︒
液
罪
會
影
者
︑
�
三
千
里
︑
籍

其
家
貲
之
'
爲
賞
︑
妻
子
遞
影
等
¥
差
︒
應
Y
�
者
︑
雖
會
赦
︑
不
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移
不
釋
︒

(47
)

『范
太
+
集
﹄
卷
二
四
︑
乞
除
�
盜
重
法
狀
︒﹃
長
Y
﹄
卷
四
七
八
︑

元
祐
七
年
冬
十
D
丙
子
︒

(48
)

『宋
會
�
﹄
兵
一
一

−

二
七
︑
治
�
四
年
六
D
二
十
三
日
︒
𠛬
部

言
︑
準
治
�
三
年
四
D
五
日
詔
書
︑
如
�
省
司
看
詳
立
法
之
,
︑
蓋

爲
上
件
指
定
州
縣
居
民
自
來
t
慣
爲
盜
︑
以
至
結
集
徒
黨
︑
殺
5
官

�
︑
Õ
立
重
法
︒

(49
)

澶
州
の
¸
梁
に
つ
い
て
は
︑
貝
州
王
則
の
亂
に
際
し
て
@
徒
が
そ

の
占
據
を
圖
っ
た
ほ
か
︑﹃
長
Y
﹄
卷
二
六
七
︑
煕
寧
八
年
八
D
癸

巳
に
﹁
河
北
阻
於
大
河
︑
惟
澶
州
¸
梁
屬
于
河
南
︑
契
丹
或
下
西
山

之
材
爲
桴
︑
以
火
河
梁
︑
則
河
北
界
然
é
絕
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
重
�

性
を
窺
わ
せ
て
い
る
︒

(50
)

『長
Y
﹄
卷
二
一
九
︑
煕
寧
四
年
春
正
D
丁
未
︒
詔
︑
開
封
府
東

-
・
考
城
・
長
垣
縣
︑
京
西
滑
州
︑
淮
南
宿
州
︑
河
北
澶
州
︑
京
東

應
天
府
・
濮
・
齊
・
徐
・
濟
・
單
・
兖
・
鄆
・
沂
州
・
淮
陽
軍
︑
別

立
�
盜
重
法
︒
從
檢
正
中
書
𠛬
Ç
公
事
李
承
之
�
也
︒﹃
宋
+
﹄
卷

一
五
︑
神
宗
紀
二
は
︑
同
じ
日
附
で
﹁
立
京
東
・
河
北
�
盜
重
法
﹂

と
記
す
︒

(51
)

重
法
地
分
の
擴
大
に
つ
い
て
は
︑
李
承
之
を
筆
頭
に
王
安
石
の
系

列
に
聯
な
る
少
壯
官
僚
の
關
與
が
一
貫
し
て
窺
え
る
︒
と
く
に
煕
寧

十
年
に
南
劍
州
・
汀
州
・
円
州
・
邵
武
軍
が
加
え
ら
れ
た
の
は
︑
些

か
N
突
の
感
が
殘
る
が
︑
こ
れ
も
怨
法
�
の
蹇
周
輔
が
鄧
潤
甫
と
と

も
に
强
く
働
き
か
け
た
結
果
と
見
れ
ば
"
得
で
き
る
︒

(52
)

『長
Y
﹄
卷
二
二
二
︑
煕
寧
四
年
夏
四
D
丙
子
︒
�
太
常
«
士
陳

閏
體
量
宿
・
亳
等
州
災
傷
︑
仍
令
本
路
修
飭
武
備
︒
先
是
︑
上
批
︑

聞
宿
州
之
民
乏
食
︑
盜
�
閏
斥
︑
人
不
安
處
︒
見
禁
死
罪
�
五
百
人
︑

未
獲
軍
�
亦
不
少
︑
乃
"
至
K
無
武
備
︒
若
不
þ
賑
濟
︑
必
聚
爲
盜

�
︒
本
路
皆
不
奏
︑
故
�
閏
︒

(53
)

『長
Y
﹄
卷
二
八
二
︑
煕
寧
十
年
五
D
丁
巳
︒
檢
正
中
書
戶
Ç
公

事
安
燾
言
︑
(
中
略
)
今
獻
四
事
︒
一
︑
彊
盜
雖
殺
人
︑
爲
首
者
能

捕
斬
死
罪
兩
人
︑
爲
從
者
捕
斬
一
人
以
上
︑
竝
原
罪
給
賞
︒
二
︑
吿

獲
强
盜
︑
各
依
重
法
地
酬
賞
外
︑
第
加
一
等
︒
三
︑
大
名
府
・
濱
・

棣
・
德
州
�
盜
︑
如
被
吿
獲
︑
依
重
法
處
斷
︑
不
用
格
改
法
︒
四
︑

强
盜
如
不
自
陳
首
︑
�
將
來
郊
赦
︑
未
得
原
免
︑
竝
具
p
理
奏
裁
︒

從
之
︒

(54
)

こ
れ
は
滑
州
の
廢
止
に
と
も
な
う
措
置
で
あ
り
︑
實
は
王
安
石
の

保
甲
法
と
も
聯
動
し
て
い
た
︒
﹃
長
Y
﹄
卷
二
三
七
︑
煕
寧
五
年
八

D
辛
巳
︒
廢
滑
州
︑
以
白
馬
・
韋
城
・
胙
城
三
縣
︑
竝
隸
開
封
府
︒

(55
)

『長
Y
﹄
卷
二
八
三
︑
煕
寧
十
年
六
D
癸
未
︒
詔
︑
南
京
・
鄆
・

兖
・
曹
・
徐
・
齊
・
濮
・
濟
・
單
・
沂
・
澶
・
«
・
棣
・
亳
・
壽
・

濠
・
泗
・
宿
州
・
淮
陽
軍
︑
開
封
府
之
東
-
・
考
城
・
長
垣
・
白

馬
・
胙
城
・
韋
城
︑
邢
州
之
鉅
鹿
︑
洺
州
之
雞
澤
・
�
恩
・
肥
�
縣
︑

盜
�
竝
用
重
法
︒

(56
)

『長
Y
﹄
卷
二
八
六
︑
煕
寧
十
年
十
二
D
癸
卯
︒
詔
︑
南
劍
・

汀
・
円
・
邵
武
四
州
軍
自
今
爲
重
法
地
︑
從
轉
A
�
蹇
周
輔
�
也
︒

直
接
に
は
南
劍
州
の
大
姓
・
廖
恩
の
@
亂
の
事
後
措
置
な
が
ら
︑
そ

の
背
景
に
つ
い
て
は
︑
同
書
卷
二
八
四
︑
同
年
八
D
丙
午
に
は
鄧
潤

甫
の
言
と
し
て
︑
﹁
竊
聞
閩
粤
之
地
︑
山
林
險
阻
︑
連
亙
數
十
里
︑

無
賴
桀
黠
・
輕
死
冒
利
之
人
︑
比
於
他
路
爲
多
︑
大
抵
以
販
鹽
・
鑄

錢
爲
業
︑
故
能
結
連
黨
與
︑
動
以
千
數
︑
州
郡
兵
衞
寡
�
︑
莫
能
抗
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禦
﹂
と
說
-
さ
れ
て
お
り
︑
福
円
路
の
重
法
地
分
に
關
す
る
限
り
︑

私
鹽
・
私
鑄
錢
の
影
0
を
否
定
で
き
な
い
︒

(57
)

後
6

(71
)
を
參
照
︒

(58
)

滋
賀
秀
三
氏
は
重
法
を
一
司
敕
と
總
稱
さ
れ
る
特
別
法
の
枠
內
で

考
え
る

(﹃
中
國
法
制
+
論
集
︱
︱
法
典
と
𠛬
罰
﹄
創
�
社
︑
二
〇

〇
三
年
︑
一
三
三
頁
)︒
し
か
し
︑
後
年
︑
法
�
の
內
容
や
�
用
地

域
が
改
定
さ
れ
る
た
び
に
︑
元
豐
敕
と
元
祐
敕
の
相
Ð
が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
︑
各
種
立
法
に
お
い
て
重
法
へ
の
依
據
を
求
め
る
際
に
も

そ
の
內
容
が
な
か
ば
自
-
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
重
法
が
少

な
く
と
も
﹁
元
豐
Y
敕
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

(59
)

『長
Y
﹄
卷
三
四
四
︑
元
豐
七
年
三
D
乙
巳
︒
至
元
豐
︑
�
定
其

法
︒
於
是
︑
河
北
・
京
東
・
淮
南
・
福
円
等
路
用
重
法
︑
郡
縣
%
益

廣
矣
︒
李
心
傳
は
�
6

(42
)
"
引
の
﹃
舊
聞
證
(
﹄
卷
二
に
お
い

て
︑﹁
元
豐
﹂
を
﹁
煕
寧
﹂
と
改
め
る
︒

(60
)

『長
Y
﹄
卷
三
二
八
︑
元
豐
五
年
秋
七
D
癸
未
︒
詔
重
法
地
縣
尉
︑

竝
差
�
臣
︒
其
當
差
�
臣
監
當
處
︑
對
:
ª
人
︒
武
臣
縣
尉
の
�
用

は
す
で
に
慶
曆
三
年

(一
〇
四
三
)
に
歐
陽
脩
が
提
案
し
て
い
た
こ

と
で
あ
り

(﹃
歐
陽
�
忠
公
�
集
﹄
卷
九
八
︑
奏
議
二
︑
再
論
王
倫

事
宜
箚
子
)︑
重
法
の
施
行
に
と
も
な
い
よ
う
や
く
現
實
�
し
た
と

言
え
る
︒

(61
)

『長
Y
﹄
卷
三
四
四
︑
元
豐
七
年
三
D
乙
巳
︒
嚢
槖
之
家
︑
劫
盜

死
罪
︑
p
重
者
斬
︑
餘
皆
�
²
惡
處
︑
籍
其
家
貲
之
'
爲
賞
︒
盜
罪

當
徒
液
者
︑
�
五
百
里
︑
籍
其
家
貲
三
之
一
爲
賞
︒
竊
盜
三
犯
︑
杖

�
五
百
里
或
鄰
州
︒
雖
非
重
法
之
地
︑
而
嚢
槖
重
法
之
人
︑
竝
以
重

法
論
︒
な
お
︑
妻
子
Y
管
法
に
つ
い
て
は
︑
後
6

(81
)
に
引
く
法

�
に
依
據
し
て
補
っ
た
︒

(62
)

竊
盜
纍
犯
の
處
罰
規
定
は
︑
後
年
X
和
さ
れ
て
い
る
︒﹃
長
Y
﹄

卷
四
九
九
︑
元
符
元
年
六
D
乙
酉
︒
𠛬
部
言
︑
�
依
元
豐
敕
︑
重
法

地
分
︑
劫
盜
不
以
人
數
︑
竝
行
重
法
︒
竊
盜
三
犯
︑
杖
�
本
州
︒
從

之
︒

(63
)

『長
Y
﹄
卷
四
〇
九
︑
元
祐
三
年
夏
四
D
丁
酉
︒
監
察
御
+
趙
屼

言
︑
元
豐
敕
︑
重
法
地
分
︑
凡
劫
盜
者
︑
妻
子
Y
管
︒
元
祐
怨
敕
︑

一
切
æ
去
︒
則
�
此
Y
管
者
宜
不
少
︑
�
令
從
�
︒
從
之
︒
其
窩
藏

人
緣
坐
妻
子
準
此
︒

(64
)

龔
-
之
﹃
中
吳
紀
聞
﹄
卷
四
︑
孫
積
中
︒
こ
の
時
點
で
捕
盜
體
制

と
重
法
の
定
め
る
恩
賞
制
度
が
法
�
に
は
ほ
ぼ
完
備
し
て
い
た
こ
と

は
︑
檢
正
中
書
戶
Ç
公
事
の
安
燾
が
﹁
竊
以
!
廷
�
日
立
法
︑
以
治

盜
�
者
︑
其
³
捕
之
格
・
)
賞
之
科
︑
不
爲
不
備
﹂
(﹃
長
Y
﹄
卷
二

八
二
︑
煕
寧
十
年
五
D
丁
巳
)
と
営
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
附
け

ら
れ
る
︒

(65
)

『
東
坡
先
生
K
集
﹄
卷
二
六
︑
徐
州
上
皇
�
書
︹
元
豐
元
年
︺︒
凡

京
東
多
盜
之
郡
︑
自
靑
・
鄆
以
影
︑
如
徐
・
沂
・
齊
・
曹
之
類
︑
皆

愼
擇
守
臣
︑
聽
法
外
處
置
强
盜
︑
頗
賜
緡
錢
︑
�
得
以
布
設
耳
目
︑

蓄
養
爪
牙
︒
な
お
︑
李
琮
の
提
議
に
つ
い
て
は
︑﹃
國
!
諸
臣
奏
議
﹄

卷
一
四
四
︑
邊
防
門
︑
盜
�
︑
上
神
宗
論
京
東
盜
�
︹
元
豐
三
年
︺

を
參
照
︒

(66
)

保
甲
法
が
﹁
景
迹
﹂
(
罪
科
を
犯
す
な
ど
︑
瑕
疵
あ
る
良
民
)な
ど

と
の
關
係
か
ら
隨
處
で
ð
5
を
生
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙

稿
﹁
景
迹
と
警
跡

︱
︱
宋
元
時
代
の
治
安
措
置
︱
︱
﹂
(﹃
東
方

學
﹄
一
二
一
︑
二
〇
一
一
年
)
を
參
照
︒

― 101 ―

607



(67
)

『長
Y
﹄
卷
三
四
二
︑
元
豐
七
年
春
正
D
丁
巳
︒
詔
保
甲
犯
罪
︑

p
涉
凶
惡
︑
þ
具
奏
聽
裁
︒
同
書
卷
三
四
五
︑
元
豐
七
年
夏
四
D
辛

未
︒
澶
州
觀
城
縣
保
甲
三
百
餘
人
︑
持
梃
入
舊
縣
鎭
奪
攘
民
財
︒
命

呂
公
,
赴
澶
州
監
云
︒
詔
爲
首
人
郭
萬
領
赴
元
作
&
處
特
處
斬
︑
呂

Æ
依
法
決
訖
︑
特
刺
�
本
州
禁
軍
指
揮
雜
役
︒

(68
)

『范
太
+
集
﹄
卷
二
四
︑
乞
除
�
盜
重
法
狀
︒﹃
長
Y
﹄
卷
四
七
八
︑

元
祐
七
年
冬
十
D
丙
子
︒

(69
)

『
溫
國
�
正
司
馬
公
�
集
﹄
卷
四
八
︑
乞
不
貸
强
盜
白
箚
子
︒
�

年
以
來
︑
諸
州
勘
到
劫
�
︑
但
不
曾
殺
人
放
火
者
︑
竝
作
p
理
可
愍

或
𠛬
名
疑
慮
︑
申
奏
!
廷
︑
�
從
a
貸
︒
竊
詳
︑
�
人
旣
爲
劫
�
︑

p
理
¥
何
可
愍
︒
赦
後
贓
滿
傷
人
︑
𠛬
名
¥
何
疑
慮
︒
此
皆
�
州
官

�
1
見
失
入
罪
名
︑
專
務
�
�
營
己
︑
無
去
5
疾
惡
之
心
︒
況
曹
州

素
多
�
盜
︑
係
重
法
地
分
︑
如
趙
倩
等
"
犯
︑
皆
得
免
死
︑
則
是
强

盜
不
放
火
殺
人
者
︑
盡
得
免
死
︒
こ
こ
で
は
-
言
こ
そ
し
て
い
な
い

も
の
の
︑
司
馬
光
の
論
じ
る
ð
5
は
︑
北
宋
中
頃
か
ら
と
み
に
懸
案

と
さ
れ
は
じ
め
た
﹁
用
例
破
法
﹂
の
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

(70
)

佐
伯
・
�
揭
﹁
宋
代
に
お
け
る
重
法
地
分
に
つ
い
て
﹂
四
八
〇
～

四
八
一
頁
︒

(71
)

『長
Y
﹄
卷
三
七
二
︑
元
祐
元
年
三
D
甲
戌
︒
高
陽
關
路
安
撫
司

言
︑
滄
州
多
盜
︑
乞
敕
內
添
入
作
重
法
地
分
︒
從
之
︒
同
書
卷
三
九

四
︑
元
祐
二
年
春
正
D
乙
亥
︒
𠛬
部
言
︑
�
以
南
京
・
鄆
・
兖
・

曹
・
徐
・
齊
・
濮
・
濟
・
單
・
沂
・
滑
・
澶
・
«
・
滄
・
亳
・
壽
・

濠
・
泗
・
宿
・
南
劍
・
汀
・
円
州
︑
淮
陽
・
廣
濟
・
邵
武
軍
︑
開
封

府
東
-
・
考
城
・
長
垣
縣
︑
邢
州
鉅
鹿
・
�
�
縣
︑
洺
州
雞
澤
・
�

恩
・
肥
�
縣
︑
爲
重
法
地
方
︒
從
之
︒
開
封
府
界
の
白
馬
・
胙
城
・

韋
城
三
縣
は
滑
州
の
復
活
に
と
も
な
い
管
´
が
變
わ
っ
た
だ
け
で
︑

實
際
に
重
法
地
分
か
ら
æ
除
さ
れ
た
の
は
棣
州
に
と
ど
ま
る
︒

(72
)

�
6

(
63
)
"
引
の
﹃
長
Y
﹄
の
記
営
に
も
と
づ
く
︒

(73
)

『長
Y
﹄
卷
三
九
八
︑
元
祐
二
年
夏
四
D
戊
戌
︑
同
書
卷
四
〇
〇
︑

元
祐
二
年
五
D
壬
子
朔
︒
か
つ
て
佐
伯
氏
が
&
'
の
州
縣
に
重
法
が

擴
が
っ
た
と
(
解
し
た
の
は
︑
こ
の
權
宜
指
揮
が
重
法
地
分
の
擴
大

を
命
じ
た
と
取
り
Ð
え
た
こ
と
に
よ
る
︒

(74
)

『長
Y
﹄
卷
三
九
八
︑
元
祐
二
年
夏
四
D
戊
戌
︒
一
︑
重
法
地
分

强
盜
見
結
集
作
&
︑
如
照
驗
見
得
罪
至
死
︑
卽
先
檢
估
家
產
入
官
︑

以
備
閏
賞
︒
一
︑
重
法
地
分
强
盜
︑
事
雖
已
發
︑
如
郤
自
首
或
自
死
︑

與
免
沒
"
家
產
;
出
賞
・
緣
坐
︒
非
重
法
地
分
︑
免
出
賞
︒
準
此
︒

(75
)

�
6

(
74
)
"
引
の
﹃
長
Y
﹄︒
一
︑
群
盜
驚
劫
之
處
︑
�
�
"

散
財
物
︑
或
雖
不
�
財
︑
而
爲
�
應
和
・
叫
呼
・
�
贓
・
-
馬
之
類
︑

但
曾
�
助
�
勢
︑
罪
不
至
Y
�
者
︑
委
長
�
相
度
p
理
︑
申
牒
安

撫
・
鈐
´
司
︑
量
度
輕
重
²
�
︑
等
第
Y
�
︑
不
得
將
老
少
・
懦

�
・
脅
從
之
人
一
例
施
行
︒
如
¥
p
理
大
段
重
5
︑
卽
具
犯
狀
聞
奏
︒

一
︑
知
强
盜
死
罪
�
贓
︑
依
持
仗
竊
盜
法
︒
如
爲
典
賣
・
藏
買
者
︑

各
減
二
等
︒
罪
至
徒
者
︑
皆
�
五
百
里
︒

(76
)

�
6

(
75
)
の
內
容
を
�
6

(5
)
"
引
の
捕
6
律
一
八
や
�
6

(
31
)
に
引
く
�
盜
律
四
九
と
比
�
對
照
す
れ
ば
-
ら
か
な
よ
う
に
︑

こ
の
權
宜
指
揮
は
贓
物
の
ç
�
や
賣
買
あ
る
い
は
盜
�
活
動
の
幫
助

行
爲
に
關
し
て
︑
實
に
細
部
に
わ
た
り
犯
罪
行
爲
を
-
示
し
て
お
り
︑

個
別
具
體
�
な
事
案
に
對
應
し
た
結
果
を
ひ
と
ま
ず
法
�
ら
し
く
ま

と
め
た
も
の
と
Ï
斷
さ
れ
る
︒

(77
)

『
長
Y
﹄
卷
四
二
三
︑
元
祐
四
年
三
D
甲
申
︒
尙
書
省
言
︑
京
西
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北
路
蔡
・
潁
州
界
︑
�
來
驚
劫
�
盜
稍
多
︑
人
民
不
得
安
居
︒
詔

蔡
・
潁
州
今
後
彊
盜
三
人
已
上
;
窩
藏
人
︑
竝
權
依
重
法
地
分
施
行
︑

候
盜
�
衰
息
取
旨
︒
ほ
か
に
同
書
卷
三
七
五
︑
元
祐
元
年
四
D
丙
申
︑

同
書
卷
四
〇
二
︑
元
祐
二
年
六
D
丁
未
︑
同
書
卷
四
〇
四
︑
元
祐
二

年
八
D
壬
辰
を
參
照
︒

(78
)

『長
Y
﹄
卷
四
七
七
︑
元
祐
七
年
九
D
甲
辰
︒
𠛬
部
言
︑
欲
常
法

地
分
窩
藏
强
盜
︑
不
該
�
²
惡
・
沙
門
島
者
︑
許
人
吿
︑
依
重
法
地

分
窩
藏
人
︑
給
賞
錢
;
財
產
之
'
︒
其
依
上
條
許
捕
者
︑
亦
準
此
荏

給
︒
從
之
︒

(79
)

『長
Y
﹄
卷
四
七
八
︑
元
祐
七
年
十
一
D
乙
酉
︒
詔
︑
應
重
法
地

分
︑
劫
盜
五
人
以
上
或
凶
惡
者
︑
行
重
法
︑
餘
依
常
法
︒
窩
藏
人
準

此
︒

(80
)

『長
Y
﹄
卷
四
九
九
︑
元
符
元
年
六
D
乙
酉
︒
𠛬
部
言
︑
�
依
元

豐
敕
︑
重
法
地
分
劫
盜
不
以
人
數
︑
竝
行
重
法
︒
竊
盜
三
犯
︑
杖
�

本
州
︒
從
之
︒

(81
)

『長
Y
﹄
卷
四
九
九
︑
元
符
元
年
六
D
甲
辰
︒
窩
藏
重
法
地
分
劫

盜
罪
至
死
︑
�
²
惡
︑
妻
子
五
百
里
Y
管
︒
再
犯
︑
�
沙
門
島
︒
以

上
盜
者
p
重
︑
窩
藏
人
當
行
處
斬
︑
家
產
給
'
閏
賞
︒
卽
盜
罪
至
徒

液
者
︑
�
五
百
里
︑
妻
子
鄰
州
Y
管
︑
再
犯
�
二
千
里
︑
竝
許
人
捕
︑

家
產
給
三
分
閏
賞
︒
な
お
︑
同
書
卷
卷
五
〇
〇
︑
元
符
元
年
秋
七
D

乙
亥
に
は
︑
重
法
に
お
け
る
赦
影
の
�
い
に
觸
れ
た
あ
と
で
︑﹁
以

上
劫
盜
;
其
妻
子
應
Y
�
者
︑
會
恩
不
移
放
︒
卽
妻
子
已
Y
管
而
再

�
赦
者
︑
依
常
法
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
妻
子
Y
管
法
に
關
し
て
も
恩

赦
の
�
用
が
一
部
�
め
ら
れ
た
と
分
か
る
︒

(82
)

『長
Y
﹄
卷
四
六
五
︑
元
祐
六
年
閏
八
D
戊
辰
︒
重
法
地
分
人
窩

藏
重
法
地
分
劫
盜
罪
至
死
者
︑
�
²
惡
處
︑
再
犯
者
︑
�
沙
門
島
︒

盜
者
p
重
︑
窩
藏
人
當
行
處
斬
︒
盜
罪
至
徒
液
者
︑
�
五
百
里
︑
再

犯
者
︑
�
二
千
里
︑
竝
許
人
捕
︑
給
窩
藏
人
賞
錢
之
'
︒

(83
)

�
6

(82
)
に
引
く
﹃
長
Y
﹄
の
續
き
︒
知
欲
爲
强
盜
;
持
仗
竊

盜
之
p
︑
而
合
食
令
得
爲
盜
︑
;
已
犯
而
令
得
隱
�
者
︑
盜
罪
至
�

本
州
︑
盜
應
�
者
︑
�
本
城
︒
卽
强
盜
係
死
罪
重
者
︑
�
²
惡
處
︑

再
犯
者
︑
不
以
赦
�
後
︑
�
沙
門
島
︒
こ
の
部
分
は
︑
後
6

(84
)

に
引
く
﹃
長
Y
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
À
成
を
取
っ
て
い
る
事
實
か
ら
み
て
︑

重
法
地
分
に
含
ま
れ
な
い
地
域
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
法
�
と
Ï
斷

さ
れ
る
︒
な
お
︑
N
律
・
捕
6
一
八
に
つ
い
て
は
︑
�
6

(5
)
を

參
照
︒

(84
)

『長
Y
﹄
卷
四
九
九
︑
元
符
元
年
六
D
甲
辰
︒
大
理
寺
言
︑
知
强

盜
;
持
仗
竊
盜
之
p
而
藏
�
︑
若
&
致
�
給
;
漏
露
U
息
︑
令
得
行

盜
;
隱
1
者
︑
竝
罪
至
死
︑
;
應
�
者
︑
竝
�
本
州
︒
强
盜
死
罪
p

重
者
︑
依
重
法
地
分
窩
藏
法
︑
仍
奏
裁
︒

(85
)

『
長
Y
﹄
卷
二
八
〇
︑
煕
寧
十
年
二
D
戊
子
︒
詔
河
北
・
京
東
路

轉
A
司
︑
强
盜
罪
至
死
該
案
問
減
等
者
︑
未
得
斷
︑
具
析
以
聞
︑
候

盜
�
稀
少
日
取
旨
︒
以
强
盜
多
因
案
問
減
死
︑
�
他
郡
︑
|
�
�
里
︑

讐
5
吿
捕
之
人
︑
人
不
敢
吿
捕
︑
而
盜
�
益
多
故
也
︒
案
問
欲
擧
自

首
法
に
つ
い
て
は
︑
梅
原
郁
Y
﹃
譯
:
中
國
�
世
𠛬
法
志
﹄
上
︑
創

�
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
八
八
～
一
九
三
頁
を
參
照
︒

(86
)

『
�
獻
�
考
﹄
卷
一
六
七
︑
𠛬
考
六
︑
𠛬
制
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
改

正
は
元
符
三
年

(
一
一
〇
〇
)
の
こ
と
と
分
か
る
︒

(87
)

李
均
﹃
皇
宋
十
!
綱
�
﹄
卷
一
七
︑
大
觀
二
年
正
D
壬
子
朔
︒
な

お
︑﹃
宋
會
�
﹄
ª
擧
二
三

−

七
︑
大
觀
三
年
五
D
十
六
日
に
︑﹁
怨
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差
提
擧
永
興
軍
等
路
常
�
韓
蹈
奏
︑
臣
伏
讀
八
寶
赦
書
︑
應
行
重
法

州
縣
︑
竝
特
與
免
重
法
地
分
﹂
と
あ
る
記
営
か
ら
︑
重
法
の
廢
止
が

同
日
發
布
さ
れ
た
﹁
八
寶
赦
書
﹂
に
書
か
れ
て
い
た
と
分
か
る
︒

(88
)

『宋
+
﹄
卷
一
九
三
︑
兵
七
︑
|
6
之
法
に
引
く
徽
宗
崇
寧
四
年

十
D
の
尙
書
省
の
言
︒

(89
)

『宋
會
�
﹄
兵
二

−

四
七
︑
慶
元
二
年
十
一
D
十
八
日
︒
湖
南
安

撫
司
言
︑
潭
州
條
畫
措
置
保
伍
防
閑
盜
�
合
行
事
件
︑
委
是
經
久
可

行
︑
乞
下
本
路
州
軍
/
守
︒
從
之
︒
(中
略
)
一
︑
甲
內
人
︑
如
停

著
|
軍
・
盜
�
︑
;
自
爲
劫
掠
者
︑
仰
團
長
等
︑
執
捉
赴
官
︑
斷
罪

給
賞
︒
其
窩
停
人
︑
照
條
坼
屋
行
�
︑
甲
內
容
庇
︑
五
家
一
例
重
斷
︒

(90
)

『宋
+
﹄
卷
三
八
八
︑
李
浩
傳
︒
乞
外
︑
得
台
州
︒
(中
略
)
里
豪

民
á
憲
以
貲
給
事
權
貴
人
門
︑
嚢
槖
爲
姦
︑
事
覺
︑
械
繫
之
︑
死
獄

中
︑
盡
籍
其
家
︑
徙
其
妻
孥
︒
こ
の
孝
宗
初
年
の
事
件
か
ら
も
︑
少

な
く
と
も
慶
元
令
が
こ
の
種
の
法
規
の
嚆
矢
で
は
な
い
と
了
解
さ
れ

る
︒

(91
)

『長
Y
﹄
卷
三
七
〇
︑
元
祐
元
年
閏
二
D
︒﹇
呂
﹈
陶
印
言
︑
(中

略
)
始
因
去
年
八
D
中
執
政
申
�
︑
以
繁
劇
處
・
重
法
地
分
爲
詞
︑

收
占
�
部
"
用
知
州
・
�
Ï
・
知
縣
幷
在
京
庫
務
・
寺
監
丞
闕
六
十

餘
處
︑
竝
歸
中
書
取
旨
ª
差
之
後
︑
除
�
之
ð
︑
私
徇
寖
多
︒
こ
の

よ
う
に
重
法
地
分
を
官
員
ポ
ス
ト
の
種
別
・
等
Ú
に
用
い
た
の
も
そ

の
一
例
で
あ
ろ
う
︒

(92
)

李
心
傳
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
二
〇
〇
︑
紹
興
三
十
二
年
十

二
D
丁
亥
︒
內
影
附
下
a
恤
事
十
八
條
︒
(中
略
)
印
一
項
︑
訪
聞
︑

州
縣
捉
獲
盜
�
︑
獄
�
輒
敎
令
廣
引
豪
富
之
人
︑
指
爲
窩
藏
︑
至
¥

一
家
被
盜
︑
鄰
里
富
室
爲
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DAOZEI ZHONGFA 盜�重法 IN THE NORTHERN SONG

TOKUNAGA Yosuke

Many instances of illegal activities are recorded in the Song historical litera-

ture. These involved not only unlawful trafficking in items that were government

monopolies, but also transregional operations of organized crime across districts

and administrative units. These organized groups of burglars and/or bandits, were

called qundao群盜 or junzei 軍�. The gradual increase in the scale and number of

crimes and the better organization of these groups caused significant social unrest

in the Song.

Deeply concerned, the dynasty answered by improving the law enforcement

system to arrest these criminals and developed a mechanism to maintain the

security of local communities at the neighborhood level. Strict measures were

taken against burglary and banditry, and several rural areas were named top

priority areas (zhongfa difen 重法地分), where an all-out crackdown was carried

out. These legal measures were collectively called Daozei zhongfa 盜�重法. The

Daozei zhongfa was in effect for 43 years during the late Northern Song period. It

started with the institution of the Wocang Zhongfa 窩藏重法 in 1065 (the second

year of the Zhiping 治� era) under the reign of Emperor Yingzong 英宗, and was

followed by the Jiedao Zhongfa 劫盜重法 introduced the next year.

What was groundbreaking about the Wocang zhongfa was that it was security

legislation aimed not at the criminals themselves, but at collaborators and acts of

support, such as harboring criminals (wocang 窩藏), providing renegades hideouts

and offer necessary services and goods. The law was intended to destroy criminal

organizations by clamping down on those who helped them. Wocang zhongfa

punished the family members of the criminals. The Jiedao zhongfa stipulated that

the authorities could punish those criminals more heavily than preceding punitive

laws. Both these laws were indeed harsh.

However the jurisdiction of the new legislation, Daozei zhongfa, was very

limited from the time of its promulgation. Its maximum geographic range was

reached in 1086, the first year of the Yuanyou 元祐 era of Emperor Zhezong 哲宗.

However, even at that time it never extended beyond Kaifeng 開封, the capital city

of the dynasty, and some other main prefectures and counties along the transport

network in the middle and lower reaches of the Yellow River and the Huai River

which were linked to Kaifeng nor beyond the mountainous area of Fujian.

― 4 ―



As time went on, the burglars and bandits became stronger and more daring,

and the situation worsened. The Daozei zhongfa was tested by this reality and its

effectiveness was increasingly questioned. The Song authoritiesʼ response

wavered. On the one hand, the central government as a temporary measure

expanded the legislationʼs jurisdiction beyond the original areas, and also repeatedly

attempted to appy the Wocang zhonfa as a nationwide legal norm.

The zhongfa difen were quickly abolished in 1108, the second year of the

Daguan 大觀 era under Emperor Huizong 徽宗. The aforementioned context was

the underlying cause, but the law had become more and more inconsistent and most

of theWocang-related regulations in the legislation were incorporated in the general

laws (海行法) of the Chiling geshi 敕令格式. In the Southern Song the general

laws also included an article on family collective responsibility and a provision

providing rewards from confiscated property.

This fact indicates that these measures were then reckoned effective to

combat the problem of wocang. It also means that the regulations that were in the

beginning a stopgap measure in the interim legislation of zhongfa finally became

formal components of universal law. Put into historical perspective, this legal

environment of the Song dynasty proved to have paved the way for the appearance

of the Qiang qie daozei wozhu li 强竊盜�窩&例 of the following Yuan dynasty and

the Daozei wozhu fa 盜�窩&法 of the later Ming dynasty.
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