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【
要
約
】

流
刑
・
充
軍
・
発
遣
を
主
と
す
る
清
代
の
配
流
刑
は
︑
死
刑
よ
り
一
等
下
位
の
重
刑
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒
そ
の
う
ち
流
刑
と
充
軍
に
処
さ

れ
た
配
流
犯
の
配
所
を
定
め
る
ツ
ー
ル
で
あ
る
道
里
表
は
︑
配
流
距
離
に
応
じ
て
罪
人
を
流
す
清
代
特
有
の
﹁
里
程
配
流
﹂
の
構
想
を
具
現
す
る
も
の
と

し
て
注
目
に
値
す
る
︒
本
稿
で
は
︑
充
軍
の
配
所
を
指
定
す
る
五
軍
道
里
表
の
構
造
を
分
析
し
︑
道
里
表
が
同
一
犯
罪
に
対
す
る
同
一
処
罰
を
課
す
だ
け

で
は
な
く
︑
内
地
全
域
を
配
所
に
し
て
配
流
す
る
罪
人
を
分
散
す
る
機
能
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
道
里
表
が
実
際
に
適
用
さ

れ
た
様
相
を
巴
県
檔
案
に
よ
り
確
認
し
た
あ
と
︑
今
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
道
里
表
の
改
訂
に
つ
い
て
各
版
本
別
に
分
析
を
試
み
た
︒
そ
れ
を
通
じ
て
︑

乾
隆
三
十
二
年
と
四
十
四
年
の
改
訂
に
大
幅
な
修
正
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
前
者
で
は
配
流
距
離
を
よ
り
綿
密
に
反
映
す
る
こ
と
が
︑
後
者
で

は
多
数
の
配
所
候
補
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
主
眼
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
道
里
表
の
改
訂
は
︑
里
程
配
流
と
い
う
法
精
神
と

地
方
の
事
情
と
い
う
現
実
問
題
の
調
整
の
過
程
を
示
し
て
い
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
五
号

二
〇
一
九
年
九
月

は

じ

め

に

道
里
表
と
は
︑
配
流
犯
の
配
所
を
定
め
る
た
め
の
清
代
特
有
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
︒
流
刑
・
充
軍
・
発
遣
を
主
と
す
る
清
代
の
配
流
刑
の
う
ち
︑

流
刑
と
充
軍
の
配
所
は
そ
れ
ぞ
れ
三
流
道
里
表①
と
軍
衛
道
里
表②
︵
の
ち
に
は
五
軍
道
里
表
︶
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
︒
特
定
の
辺
境
地
帯
を

配
所
と
す
る
前
代
と
は
異
な
り
︑
道
里
表
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
罪
人
が
配
流
さ
れ
る
距
離
を
基
準
と
し
て
配
所
が
決
定
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
犯

清代の「里程配流」（キム）
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罪
者
を
首
都
つ
ま
り
文
明
の
中
心
か
ら
辺
境
に
流
す
配
流
刑
の
伝
統
が
失
わ
れ
︑
数
字

原
籍
地
か
ら
の
配
流
距
離

だ
け
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
道
里
表
の
存
在
は
︑
充
軍
の
﹁
流
刑
化
﹂
︑
内
地
軍
流
犯
の
過
剰
収
容
︑
新
疆
へ
の
発
遣

と
と
も
に
清
代
配
流
刑
の
主
た
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
道
里
表
を
対
象
と
す
る
研
究
は
活
発
と
は
い
え
な
い
︒
こ
れ
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
で
説
明
で
き
よ
う
︒
ま
ず
︑
清
代

の
配
流
刑
に
つ
い
て
は
辺
境
へ
の
配
流
刑
で
あ
る
発
遣
が
集
中
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
た
め③
︑
内
地
へ
の
配
流
刑

流
刑
と
充
軍

の
配

所
指
定
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
道
里
表
に
は
関
心
が
及
ば
な
か
っ
た
︒
発
遣
は
極
限
の
生
活
環
境
と
労
役
︑
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
の
辺
境
地
域
の

開
発
と
い
っ
た
︑
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
配
流
刑
の
イ
メ
ー
ジ
に
符
合
す
る
刑
罰
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
清
代
の
配
流
刑
の
中
で
発
遣

が
台
頭
し
た
の
は
乾
隆
中
期
以
降
の
現
象
で
あ
り
︑
清
代
全
般
に
わ
た
り
多
数
を
占
め
て
い
た
の
が
内
地
へ
の
配
流
刑
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過

し
て
は
な
ら
な
い④
︒

道
里
表
に
対
す
る
研
究
が
数
少
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
︑
道
里
表
の
史
料
的
特
性
に
あ
る
︒
一
般
的
に
道
里
表
は
編
纂
の
提
案
と
表
の
完

成
を
告
げ
る
二
つ
の
奏
文
と
︑
編
纂
の
基
準
に
該
当
す
る
凡
例
︑
そ
し
て
本
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
は
各
地
域
別
に
指
定
さ
れ
た
配
所

の
羅
列
が
十
八
巻
に
わ
た
り
続
い
て
い
る
の
で
︑
道
里
表
全
体
に
対
す
る
統
計
作
業
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
一
定
の
成
果
を
期
待
し
が
た
い
︒

そ
れ
と
と
も
に
︑
実
際
に
道
里
表
に
基
づ
い
て
配
流
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
検
証
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
道
里
表
が
示
し
う
る
は
ず
の

歴
史
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
近
年
道
里
表
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
二
件
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
︒
そ
の
一
つ
は
二
〇
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
王
雲
紅
の

﹃
清
代
流
放
制
度
研
究
﹄
で
あ
り⑤
︑
道
里
表
と
清
代
の
配
所
選
択
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒
氏
は
明
代
以
前
の
任
意
的
な
配
所
選
定
か
ら
道
里

表
と
い
う
ツ
ー
ル
に
よ
る
配
所
選
定
へ
の
変
化
を
高
く
評
価
し
た
︒
道
里
表
は
既
存
の
司
法
執
行
と
一
線
を
画
す
合
理
性
の
産
物
で
あ
り
︑
そ

の
な
か
で
免
遣
地
域
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
清
代
配
流
行
政
の
柔
軟
性
の
証
憑
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
氏
の
叙
述
に
は
幾
つ
か
の
疑
問
が
残
る
︒
ま
ず
︑
中
国
刑
罰
史
に
お
い
て
道
里
表
の
登
場
が
持
つ
意
味
に
対
す
る
考
察
が
欠
如
し
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て
い
る
︒
道
里
表
を
使
っ
た
配
流
行
政
の
意
義
は
そ
の
合
理
性
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
辺
境
か
ら
内
地
に
配
所
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
︑
そ

し
て
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
配
流
刑
に
対
す
る
認
識
の
転
換
や
配
流
犯
の
管
理
と
い
う
現
実
的
な
要
求
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ

ら
に
氏
は
道
里
表
の
改
訂
の
性
質
を
充
分
に
説
明
し
て
い
な
い
︒
後
述
す
る
が
︑
道
里
表
に
は
行
政
区
域
の
変
化
に
合
わ
せ
た
小
幅
の
修
正
の

み
な
ら
ず
︑
正
確
な
配
流
距
離
の
達
成
と
配
流
犯
の
分
散
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
た
大
幅
の
修
正
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
研
究
で
あ
る
︒
二
〇
一
五
年
︑
氏
は
フ
ラ
ン
ス
の
中
国
法
制
史
の
研
究
会
で
あ
る

“L
eg
alizin
g
S
p
ace
in
C
h
in
a”
で
︑
嘉
慶
十
四
年
︵
一
八
〇
九
年
︶﹃
五
軍
道
里
表
﹄
と
乾
隆
八
年
︵
一
七
四
三
年
︶﹃
三
流
道
里
表
﹄
に
基
づ

い
た
配
流
地
図
を
公
開
し
た
︒
こ
の
配
流
地
図
は
道
里
表
の
内
容
を
デ
ー
タ
化
し
︑
配
所
と
な
る
場
所
の
位
置
を
地
図
に
標
示
す
る
方
式
で
配

所
の
分
布
を
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
氏
は
配
流
地
図
の
成
果
を
含
む
﹁
清
代
流
放
地
与
法
律
空
間⑥
﹂
と
い
う
論
考
を
発
表
し
た
︒

こ
の
論
考
は
清
代
の
配
流
刑
が
距
離
の
遠
近
を
刑
量
と
し
た
こ
と
に
着
眼
し
︑
全
中
国
が
﹁
垣
の
な
い
監
獄
﹂
と
し
て
機
能
し
た
と
述
べ
る
︒

一
方
︑
内
地
の
配
流
犯
が
加
等
処
罰
さ
れ
る
と
新
疆
に
送
ら
れ
る
が
恩
赦
に
遇
う
と
回
籍
で
き
る
点
で
︑
内
地
の
配
所
を
真
の
配
流
地
で
あ
る

新
疆
に
流
す
前
の
過
渡
的
な
空
間
と
し
て
把
握
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
氏
は
﹁
辺
境
＝
真
の
配
流
地
﹂
と
い
う
認
識
を
脱
け
出
て
お
ら
ず
︑
内

地
配
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
十
分
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
分
析
を
特
定
の
道
里
表
に
局
限
し
て
い
る
た
め
︑
道
里
表
の
改
訂

の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
︑
内
地
配
流
犯
の
問
題
を
通
じ
て
清
代
配
流
刑
の
実
際
を
検
討
し
て
き
た
︒
二
〇
一
六
年
の
論
文
で
は
︑
十
八
世
紀
に

清
朝
が
内
地
軍
流
犯
を
安
定
的
に
管
理
す
る
た
め
に
行
っ
た
政
策
を
取
り
上
げ
︑
新
疆
へ
の
発
遣
も
内
地
軍
流
犯
の
分
散
の
延
長
線
上
で
捉
え

ら
れ
る
と
主
張
し
た⑦
︒
そ
し
て
前
稿
で
は
︑
内
地
軍
流
犯
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
原
因
は
︑
充
軍
が
﹁
流
刑
化
﹂
し
て
軍
流
犯
が
州
県

で
過
剰
に
収
容
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
論
じ
た⑧
︒
以
上
を
通
じ
て
︑
配
流
刑
が
主
な
刑
罰
と
し
て
機
能
し
て
い
た
清
代
の
刑
罰
制
度
に
必
然
的

に
随
伴
す
る
配
流
犯
の
管
理
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
清
朝
が
当
時
直
面
し
て
い
た
行
政
上
・
法
制
上
の
課
題
と
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の

努
力
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒

清代の「里程配流」（キム）
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上
記
の
成
果
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
道
里
表
の
構
造
と
そ
の
改
訂
の
推
移
を
通
じ
て
清
代
の
内
地
配
流
の
構
想
と
現
実
を
論
ず
る
こ
と
で
︑

清
代
配
流
刑
の
独
特
な
設
計
を
究
明
す
る
︒
ま
ず
清
代
に
至
る
ま
で
の
配
流
刑
の
歴
史
の
流
れ
を
た
ど
っ
た
後
︑
次
に
道
里
表
の
構
造
を
検
討

し
︑
地
方
に
お
け
る
道
里
表
の
適
用
様
相
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
︑
道
里
表
の
編
纂
お
よ
び
改
訂
に
伴
う
変
化
を
追
跡
し
︑
改
訂
の
意
図
を
地

方
の
配
流
状
況
の
な
か
で
論
ず
る
︒

①

三
流
道
里
表
は
乾
隆
八
年
の
も
の
が
最
初
で
あ
り
︑
王
雲
紅
に
よ
る
と
︑
乾
隆

二
十
年
・
同
四
十
九
年
・
嘉
慶
十
六
年
の
版
本
が
存
在
す
る
︒
詳
し
く
は
︑
王
雲

紅
﹃
清
代
流
放
制
度
研
究
﹄
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
四
八
～
一
五
八
頁

を
参
照
︒

②

雍
正
八
年
に
最
初
に
作
ら
れ
た
当
時
は
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
と
い
う
名
前
で
あ
っ

た
が
︑
衛
所
が
配
所
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
︑
乾
隆
三
十
二
年

の
改
訂
本
か
ら
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
と
な
っ
た
︒
雍
正
八
年
・
乾
隆
八
年
・
同
三
十

二
年
・
同
四
十
四
年
・
嘉
慶
十
四
年
の
五
つ
の
版
本
が
確
認
で
き
る
︒
本
稿
で
は

以
下
の
版
本
を
参
照
し
た
︵
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
︵
雍
正
﹃
大
清
会
典
﹄

巻
一
四
七
～
一
四
八
︿
軍
衛
道
里
表
﹀
︶
︑
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
︵
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
燕
京
研
究
所
所
蔵
本
︶
︑
乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︵
国
立
国

会
図
書
館
所
蔵
本
︶
︑
乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︵
中
華
書
局
影
印
本
︑
二

〇
一
五
年
︶
︑
嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︵
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所

蔵
本
︶
︶
︒

③

発
遣
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
優
れ
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒
川
久

保
悌
郎
﹁
清
代
に
於
け
る
辺
疆
へ
の
罪
徒
配
流
に
つ
い
て
：
清
朝
の
流
刑
政
策
と

辺
疆

そ
の
一
﹂
﹃
弘
前
大
学
人
文
社
会
﹄
一
五
︑
一
九
五
八
年
︑
﹁
清
代
満
洲
の

辺
疆
社
会
：
清
朝
の
流
刑
政
策
と
辺
疆

そ
の
二
﹂
﹃
同
﹄
二
七
︑
一
九
六
二
年
︑

楊
合
義
﹁
清
代
東
三
省
開
発
の
先
駆
者
：
流
人
﹂
﹃
東
洋
史
研
究
﹄
三
二

三
︑

一
九
七
三
年
︑
張
鉄
綱
﹁
清
代
流
放
制
度
初
探
﹂
﹃
歴
史
檔
案
﹄
一
九
八
九
年
三

期
︑
Joan
n
a
W
aley
-C
oh
en
,
E
xile
in
M
id
-Q
in
g
C
h
in
a,
Y
ale
U
n
iv
ersity

P
ress,1991
︑
任
樹
民
﹁
清
代
西
部
別
類
移
民

軍
犯
﹂
﹃
青
海
師
専
学
報
﹄
二

〇
〇
六
年
六
期
︑
王
雲
紅
﹁
清
代
発
遣
刑
論
略
﹂
﹃
蘭
台
世
界
﹄
二
〇
一
一
年
二

二
期
︒

④

乾
隆
五
年
﹃
大
清
律
例
﹄
の
二
三
六
四
項
目
の
う
ち
︑
配
流
刑
関
連
の
項
目
は

四
八
四
項
目
︑
そ
の
う
ち
流
刑
は
二
〇
八
項
︑
充
軍
が
二
二
八
項
︑
発
遣
が
二
八

項
を
占
め
る
︵
拙
稿
﹁
清
代
充
軍
の
﹁
流
刑
化
﹂
と
内
地
軍
流
犯
の
過
剰
問
題
﹂

﹃
東
洋
史
研
究
﹄
七
六

四
︑
二
〇
一
八
年
︑
四
三
頁
︶
︒
光
緒
﹃
大
清
会
典
﹄

を
検
討
し
た
ダ
ー
ク
・
ボ
ッ
デ
と
ク
ラ
レ
ン
ス
・
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
︑
三
九
八
七

項
目
の
う
ち
︑
流
刑
が
四
〇
〇
項
︑
充
軍
が
四
七
六
項
︑
発
遣
が
一
四
三
項
を
占

め
る
︵
D
erk
B
od
d
e
an
d
C
laren
ce
M
orris,
L
aw
in
Im
perial
C
h
in
a,

H
arv
ard
U
n
iv
ersity
P
ress,1967,
p
.104
︶
︒

⑤

王
雲
紅
前
掲
註
①
書
︒

⑥

F
réd
éric
C
on
stan
t,
“P
u
n
ir
p
ar
l’esp
ace
:
la
p
ein
e
d
’ex
il
d
an
s
la

C
h
in
e
im
p
ériale”,
E
xtrêm
e-O
rien
t
40,
2016
︵
梅
凌
寒
﹁
清
代
流
放
地
与

法
律
空
間
﹂
﹃
旧
律
新
詮

︽
大
清
律
例
︾
国
際
研
討
会
論
文
集
︵
第
二
巻
︶
﹄
︑

二
〇
一
六
年
︶
︒

⑦

拙
稿
﹁
18
세
기

清
朝
의

軍
流
犯

관
리
와

新
疆
으
로
의

発
遣
︵
十
八

世
紀
清
朝
の
軍
流
犯
管
理
と
新
疆
へ
の
発
遣
︶
﹂
﹃
明
清
史
研
究
﹄
四
五
︑
二
〇
一

六
年
︒
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⑧

拙
稿
前
掲
註
④
論
文
︒

第
一
章

﹁
辺
境
配
流
﹂
か
ら
﹁
里
程
配
流
﹂
へ

﹃
尚
書
﹄
の
﹁
流
宥
五
刑
﹂
と
い
う
句
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
流
刑
の
刑
罰
と
し
て
の
意
義
は
︑
重
罪
を
犯
し
た
罪
人
を
殺
さ
ず

に
︑
皇
帝
の
支
配
領
域
内
の
辺
境
地
帯
へ
流
す
こ
と
に
あ
っ
た
︒
罪
人
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
生
活
環
境
が
劣
悪
な
辺
境
地
帯
に
流
さ
れ
︑
以

前
よ
り
過
酷
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
懲
罰
の
一
要
素
で
あ
り
︑
皇
帝
や
政
府
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
社
会
の
危
険
因
子
で
あ
る
罪
人
を
辺
境
に

流
し
︑
社
会
の
安
定
を
図
る
の
が
刑
罰
の
一
目
的
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
上
古
時
代
の
配
流
刑
の
理
想
は
︑
唐
代
に
五
刑
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
︒
唐
律
で
は
︑
流
二
千
・
流
二
千
五
百
・
流
三
千
の

三
等
級
を
置
き
︑
首
都
の
長
安
を
中
心
に
罪
の
軽
重
に
応
じ
て
配
流
距
離
を
区
分
し
た
︒
こ
れ
は
首
都
を
中
心
と
す
る
九
服
の
同
心
方
的
な
配

置
を
連
想
さ
せ
る
が
︑
犯
罪
の
程
度
に
よ
り
首
都
か
ら
差
等
を
つ
け
て
配
流
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
実
際
の
執
行
に
お
い
て
は
︑

罪
の
軽
重
に
よ
る
配
流
距
離
の
差
等
が
適
用
さ
れ
ず
︑
三
等
級
の
流
犯
の
全
員
が
長
安
か
ら
隔
遠
す
る
南
・
西
・
北
の
一
部
辺
境
地
域
へ
流
さ

れ
て
い
た①
︒

宋
代
に
な
る
と
︑
折
杖
法
に
よ
っ
て
徒
刑
と
流
刑
が
杖
刑
に
換
算
さ
れ
︑
処
罰
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
杖
刑
で
な
け
れ
ば
死
刑
に
な
る

形
態
に
な
り
︑
結
局
死
刑
と
生
刑
の
間
に
編
配
が
作
ら
れ
た
︒
編
配
は
配
流
刑
の
一
種
で
あ
り
︑
罪
人
を
軍
隊
に
送
り
雑
役
に
従
事
さ
せ
る
か
︑

沙
門
島
な
ど
の
遠
隔
地
域
に
隔
離
す
る
形
で
あ
っ
た
︒
元
代
に
な
る
と
︑
南
人
発
北
・
北
人
発
南
の
構
想
の
下
で
配
流
犯
が
南
の
風
土
病
︵
烟

瘴
︶
地
区
で
あ
る
湖
広
や
北
の
遼
陽
に
流
さ
れ
た②
︒

五
刑
制
度
が
復
活
し
た
明
代
に
は
︑
唐
律
の
体
系
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
流
刑
の
執
行
に
お
い
て
は
違
う
方
式
を
取

っ
て
い
た
︒
流
刑
を
実
刑
と
し
て
執
行
せ
ず
︑
﹁
贖
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
処
理
し
た
の
で
あ
る③
︒
た
だ
し
︑
流
刑
の
設
計
は
洪
武
三
十
年
︵
一

三
九
七
年
︶
に
公
布
さ
れ
た
大
明
律
の
﹁
徒
流
遷
徙
地
方
﹂
律
か
ら
確
認
で
き
る
︒
罪
人
が
配
流
さ
れ
る
地
域
と
し
て
陝
西
・
山
東
・
北
平
・

清代の「里程配流」（キム）
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広
西
・
福
建
・
広
東
の
六
省
の
荒
れ
地
や
臨
海
地
区
が
定
め
ら
れ
て
お
り④
︑
罪
人
を
首
都
か
ら
の
遠
隔
地
に
流
す
と
い
う
古
代
か
ら
の
理
想
が

継
承
さ
れ
て
い
る
︒
等
級
に
よ
っ
て
配
所
を
区
分
し
な
い
点
は
唐
代
と
同
様
で
あ
る
が
︑
罪
人
の
原
籍
省
別
に
異
な
る
辺
境
地
域
を
配
所
と
す

る
よ
う
に
設
計
し
た
点
は
唐
代
と
異
な
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
贖
さ
れ
た
流
刑
の
代
わ
り
に
死
刑
よ
り
一
等
下
位
の
刑
罰
に
な
っ
た
の
が
充
軍
で

あ
り
︑
軍
犯
は
各
地
の
衛
所
に
送
ら
れ
軍
戸
に
編
入
さ
れ
た⑤
︒

要
す
る
に
︑
中
国
の
配
流
刑
の
歴
史
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
︑
辺
境
地
域
︵
唐
代
の
辺
境
配
流
︑
宋
代
の
沙
門
島
︑
元
代
の
東
北
地
域
や

烟
瘴
地
区
︑
明
代
の
烟
瘴
充
軍
︶
や
軍
隊
︵
唐
代
の
辺
境
配
流
︑
宋
代
の
編
軍
︑
明
代
の
充
軍
︶
を
配
所
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
罪
人

の
管
理
と
い
う
現
実
的
考
慮
が
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
律
に
は
配
流
距
離
の
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ

れ
は
実
際
に
罪
人
が
送
ら
れ
る
距
離
と
は
無
関
係
で
あ
り
︑
三
等
級
の
流
犯
は
す
べ
て
首
都
か
ら
離
れ
た
一
部
の
辺
境
地
域
に
送
ら
れ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
流
れ
は
︑
清
代
初
期
に
至
っ
て
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒
律
例
で
定
め
ら
れ
た
配
流
距
離
や
配
所
の
代
わ
り
に
大
部
分

の
配
流
犯
が
東
北
地
方
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る⑥
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
雍
正
年
間
に
入
る
と
︑
名
目
上
の
差
等
に
過
ぎ
な
か
っ
た
配
流
距
離
が
実

際
の
配
流
行
政
に
反
映
さ
れ
︑
原
籍
地
か
ら
距
離
の
差
等
に
よ
っ
て
罪
人
を
流
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
清
代
の
配
流
行
政

を
﹁
里
程
配
流
﹂
と
称
す
る
︒
道
里
表
は
名
目
上
の
配
流
距
離
と
符
合
す
る
地
域
を
配
所
と
し
て
定
め
た
ツ
ー
ル
と
し
て
︑
﹁
里
程
配
流
﹂
の

構
想
を
具
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

①

唐
代
の
流
刑
の
成
立
と
実
際
に
関
し
て
は
︑
辻
正
博
﹃
唐
宋
時
代
刑
罰
制
度
の

研
究
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
を
参
照
︒

②

宋
代
と
元
代
の
配
流
刑
に
関
し
て
は
︑
滋
賀
秀
三
﹃
中
国
法
制
史
論
集
﹄
創
文

社
︑
二
〇
〇
三
年
と
王
雲
紅
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
①
書
を
参
照
︒

③

陶
安
あ
ん
ど
は
︑
明
代
に
広
範
囲
の
贖
法
が
行
わ
れ
た
要
因
と
し
て
︑
罰
役
を

常
制
と
し
て
活
用
で
き
る
官
僚
機
構
や
管
理
技
術
の
発
達
を
挙
げ
る
︵
﹁
中
国
刑

罰
史
に
お
け
る
明
代
贖
法
：
唐
律
的
﹁
贖
刑
﹂
概
念
と
の
比
較
﹂
﹃
東
洋
史
研
究
﹄

五
七

四
︑
一
九
九
九
年
︑
一
二
三
頁
︶
︒

④

﹃
大
明
律
﹄
卷
一
︿
徒
流
遷
徙
地
方
﹀
﹁
流
三
等
︑
照
依
地
里
遠
近
︑
定
発
各

処
荒
蕪
及
w
海
州
県
安
置
︒
直
隷
府
州
流
陝
西
︑
福
建
布
政
司
府
分
流
山
東
・
北

平
︑
浙
江
布
政
司
府
分
流
山
東
・
北
平
︑
江
西
布
政
司
府
分
流
広
西
︑
湖
広
布
政

司
府
分
流
山
東
︑
河
南
布
政
司
府
分
流
福
建
︑
山
東
布
政
司
府
分
流
福
建
︑
山
西

布
政
司
府
分
流
福
建
︑
北
平
布
政
司
府
分
流
福
建
︑
陝
西
布
政
司
府
分
流
福
建
︑

広
西
布
政
司
府
分
発
流
広
東
︑
広
東
布
政
司
府
分
流
福
建
︑
四
川
布
政
司
府
分
流

広
西
﹂
︒

⑤

明
代
の
充
軍
に
関
し
て
は
︑
呉
艶
紅
﹃
明
代
充
軍
研
究
﹄
社
会
科
学
文
献
出
版
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社
︑
二
〇
〇
三
年
を
参
照
︒

⑥

王
雲
紅
に
よ
る
と
︑
当
時
は
政
治
・
社
会
的
な
状
況
の
た
め
︑
律
例
の
規
定
ど

お
り
に
配
流
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
罪
人
を
中
央
に
送
っ
た
後
︑
中
央
か
ら
東
北

に
流
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︵
王
雲
紅
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
①
書
︑
一
一
七

～
一
三
五
頁
︶
︒

第
二
章

里
程
配
流
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
五
軍
道
里
表
の
構
造

本
章
で
は
︑
清
代
の
道
里
表
の
構
造
と
性
格
を
説
明
す
る
た
め
に
軍
犯
の
配
所
を
規
定
し
た
五
軍
道
里
表
を
取
り
上
げ
る
︒
五
軍
道
里
表
が

よ
り
早
い
時
期
か
ら
編
纂
さ
れ
︑
よ
り
詳
細
に
配
所
を
規
定
し
て
お
り
︑
流
刑
の
道
里
表
で
あ
る
三
流
道
里
表
は
五
軍
道
里
表
の
影
響
下
に
成

立
し
た
た
め
で
あ
る①
︒
現
存
す
る
五
軍
道
里
表
は
雍
正
八
年
︵
一
七
三
〇
年
︶﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
︑
乾
隆
八
年
︵
一
七
四
三
年
︶﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
︑

同
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︑
同
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︑
嘉
慶
十
四
年
︵
一
八
〇
九
年
︶﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
五
種
で
あ
る
︒
本
稿
で
は

軍
犯
の
道
里
表
を
全
体
的
に
説
明
す
る
際
は
﹁
五
軍
道
里
表
﹂
と
総
称
し
︑
各
版
本
に
つ
い
て
は
版
本
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
︑
最
も
完
備
し
た
嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
実
例
を
通
し
て
︑
五
軍
道
里
表
の
構
造
を
探
る
︒

①
順
天
府
︵
巻
一
﹁
順
天
府
﹂
︶

順
天
府
属
軍
犯
編
発
附
近
・
近
辺
地
方

附
近
：
東
至
奉
天
停
止
編
発
︒
南
至
安
�
鳳
陽
府
霊
璧
県
・
宿
州
︑
又
至
江
蘇
淮
安
府
清
河
県
・
山
陽
県
︑
又
至
揚
州
府
宝
応
県
︒
西
至
山
西
解
州
夏

県
・
安
邑
県
︑
又
至
蒲
州
府
猗
氏
県
︑
又
至
絳
州
聞
喜
県
︒
北
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
以
上
除
東
北
外
︑
南
西
俱
二
千
里
︒

近
辺
：
東
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
南
至
安
�
廬
州
府
合
肥
県
・
舒
城
県
︑
又
至
太
平
府
当
塗
県
︑
又
至
滁
州
全
椒
県
︑
又
至
和
州
︑
又
至
江
蘇
鎮
江

府
丹
陽
県
︑
又
至
常
州
府
武
進
県
・
陽
湖
県
︒
西
至
陝
西
西
安
府
渭
南
県
・
高
陵
県
・
三
原
県
・
臨
潼
県
・
長
安
県
・
咸
寧
県
・
咸
陽
県
︒
北
至

抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
以
上
除
東
北
外
︑
南
西
俱
二
千
五
百
里
︒
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順
天
府
属
軍
犯
編
発
辺
遠
・
極
辺
地
方

辺
遠
：
東
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
南
至
安
�
池
州
府
貴
池
県
︑
又
至
安
慶
府
懐
寧
県
・
太
湖
県
・
宿
松
県
︑
又
至
浙
江
杭
州
府
仁
和
県
・
銭
»
県
︑
又
至

嘉
興
府
石
門
県
︑
又
至
湖
北
黄
州
府
黄
梅
県
︒
西
至
陝
西
鄜
州
中
部
県
・
洛
川
県
︑
又
至
鳳
翔
府
鳳
翔
県
・
汧
陽
県
・
隴
州
︑
又
至
邠
州
長
武
県
︑

又
至
甘
粛
涇
州
︒
北
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
以
上
除
東
北
外
︑
南
西
俱
三
千
里
︒

極
辺
：
東
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
南
至
福
建
建
寧
府
浦
城
県
︑
又
至
浙
江
温
州
府
楽
清
県
︑
又
至
江
西
吉
安
府
万
安
県
︒
西
至
甘
粛
蘭
州
府
皐
蘭
県
・
狄

道
州
︒
北
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
以
上
除
東
北
外
︑
南
西
俱
四
千
里
︒

順
天
府
属
軍
犯
編
発
烟
瘴
地
方

烟
瘴
：
広
西
桂
林
府
全
州
︑
広
東
南
雄
州
始
興
県
︒

②
迪
化
州
︵
巻
十
三
﹁
甘
粛
﹂
︶

迪
化
州
属
軍
犯
編
発
附
近
・
近
辺
地
方

附
近
：
東
至
本 ﹅

省 ﹅

安
西
州
燉
煌
県
︒
南
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
二
千
里
︒

近
辺
：
東
至
本
省
安
西
州
︒
南
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
二

千
五
百
里
︒

迪
化
州
属
軍
犯
編
発
辺
遠
・
極
辺
地
方

辺
遠
：
東
至
本
省
粛
州
︒
南
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
三
千
里
︒

極
辺
：
東
至
本
省
凉
州
府
永
昌
県
・
武
威
県
︒
南
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足

四
千
里
︒

迪
化
州
属
軍
犯
編
発
烟
瘴
地
方

烟
瘴
：
貴
州
大
定
府
畢
節
県
︑
又
至
興
義
府
安
南
県
︑
雲
南
曲
靖
府
南
寧
県
・
霑
益
州
・
陸
凉
州
・
平
彛
県
︒
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③
永
北
庁
︵
巻
十
七
﹁
雲
南
﹂
︶

永
北
庁
属
軍
犯
編
発
附
近
・
近
辺
地
方

附
近
：
東
至
貴
州
大
定
府
畢
節
県
︑
又
至
安
順
府
鎮
寧
州
・
普
定
県
︒
南
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
二
千
里
︒
以

上
除
南
西
北
外
︑
東
足
二
千
里
︒

近
辺
：
東
至
貴
州
貴
陽
府
貴
定
県
・
竜
里
県
︑
又
至
都
匀
府
都
匀
県
︒
南
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
二
千
五
百
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
二

千
五
百
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
二
千
五
百
里
︒

永
北
庁
属
軍
犯
編
発
辺
遠
・
極
辺
地
方

辺
遠
：
東
至
広
西
柳
州
府
懐
遠
県
︑
又
至
貴
州
思
州
府
青
渓
県
・
玉
屛
県
︒
南
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
西
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
三
千
里
︒

以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
三
千
里
︒

極
辺
：
東
至
広
西
桂
林
府
陽
朔
県
︑
又
至
平
楽
府
平
楽
県
︑
又
至
湖
南
常
徳
府
竜
陽
県
︑
又
至
長
沙
府
益
陽
県
︒
南
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
西
至
抵
辺
不

足
四
千
里
︒
北
至
抵
辺
不
足
四
千
里
︒
以
上
除
南
西
北
外
︑
東
足
四
千
里
︒

永
北
庁
属
軍
犯
編
発
烟
瘴
地
方

応
発
烟
瘴
人
犯
︑
解
赴
隔
遠
之
広
東
巡
撫
衙
門
︑
酌
撥
安
置
︒

嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
体
系
に
つ
い
て
概
括
す
る
と
︑
各
省
別
に
分
冊
し
十
八
巻
に
編
成
さ
れ
て
お
り
︑
罪
人
の
原
籍
地
を
基
準

と
し
て
五
等
級
の
充
軍

附
近
：
二
千
里
︑
近
辺
：
二
千
五
百
里
︑
辺
遠
：
三
千
里
︑
極
辺
：
四
千
里
︑
烟
瘴
：
西
南
の
風
土
病
猖
獗
地
区

の
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
配
所
に
な
る
地
域
を
指
定
し
て
い
る
︒
附
近
と
近
辺
︑
辺
遠
と
極
辺
は
同
一
頁
の
中
で
上
下
に
分
け
て
羅
列
さ
れ

て
お
り
︑
烟
瘴
は
別
個
の
頁
に
分
離
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑
各
事
項
に
つ
い
て
上
記
の
実
例
を
用
い
な
が
ら
説
明
を
加
え
る
︒

配
流
の
出
発
点
か
つ
基
準
点
に
な
る
罪
人
の
原
籍
単
位
は
︑
大
体
単
一
の
府
級
行
政
単
位
︵
府
・
直
隷
州
・
直
隷
庁
︶
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑

順
天
府
・
迪
化
州
・
永
北
庁
が
そ
れ
に
当
た
る
︒
嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
で
確
認
さ
れ
る
原
籍
単
位
は
二
五
六
個
で
あ
る
が
︑
当
時
の
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府
級
行
政
機
構
の
数
で
あ
る
二
六
八
個
よ
り
少
な
い
の
は
︑
四
川
の
資
州
・
綿
州
・
茂
州
・
理
番
庁
の
よ
う
に
複
数
の
府
級
行
政
機
構
を
ま
と

め
て
一
つ
の
原
籍
単
位
に
し
た
場
合
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

一
つ
の
原
籍
単
位
に
対
し
て
は
︑
複
数
の
県
級
機
構
︵
県
・
散
州
・
散
庁
︶
が
配
所
と
し
て
指
定
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
一
ヶ
所
へ
罪
人
が
流
さ
れ

て
い
た
︒
故
に
厳
密
に
言
う
と
︑
五
軍
道
里
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
配
所
で
は
な
く
﹁
配
所
候
補
地
﹂
で
あ
る
︒
配
所
候
補
地
と
し
て

は
五
つ
の
等
級
別
か
つ
東
西
南
北
の
方
位
別
に
該
当
す
る
州
県
が
羅
列
さ
れ
て
い
た②
︒
配
所
候
補
地
の
う
ち
何
処
へ
罪
人
を
流
す
か
に
関
し
て

は
︑
乾
隆
年
間
以
後
︑
以
下
の
よ
う
な
手
順
が
決
定
さ
れ
た
︒
罪
人
の
原
籍
省
の
巡
撫
は
︑
道
里
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
配
所
候
補
地
の
う
ち

一
ヶ
所
を
選
ぶ
︒
た
だ
し
︑
選
択
で
き
る
の
は
罪
人
を
流
す
省
の
み
で
あ
る
︒
流
さ
れ
る
省
が
決
ま
っ
た
ら
︑
該
省
の
巡
撫
は
道
里
表
中
の
自

分
の
省
に
属
す
る
一
州
県
を
選
び
罪
人
を
安
置
す
る③
︒
す
な
わ
ち
軍
犯
の
配
所
の
選
択
に
は
︑
原
籍
省
と
収
容
省
の
両
方
が
そ
れ
ぞ
れ
道
里
表

に
基
づ
い
て
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
地
理
的
な
限
界
︑
あ
る
い
は
配
流
犯
の
配
置
が
禁
じ
ら
れ
た
免
遣
地
域
が
存
在
す
る
た
め
︑
東
西
南
北
の
全
て
の
方
角
に
配
所

候
補
地
が
設
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
乾
隆
年
間
を
経
て
︑
道
里
表
の
整
備
に
伴
い
配
流
犯
を
送
れ
な
い
免
遣
地
域
が
増
加
し
た
︒
乾

隆
十
六
年
︑
奉
天
が
清
朝
の
﹁
根
本
重
地
﹂
と
い
う
特
殊
な
地
位
に
よ
り
免
遣
地
域
と
な
り④
︑
十
九
年
に
は
直
隷
も
首
都
と
い
う
理
由
で
配
流

犯
を
送
れ
な
く
な
っ
た⑤
︒

そ
れ
以
外
に
も
配
流
犯
に
よ
る
問
題
が
発
生
し
う
る
︑
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
地
域
に
対
し
て
は
配
流
が
停

止
さ
れ
た
︒
浙
江
の
玉
環
庁
な
ど
は
僻
地
の
産
塩
地
区
で
︑
私
塩
を
販
売
す
る
商
人
が
い
る
こ
と
を
理
由
に
配
所
候
補
地
か
ら
除
外
さ
れ
た⑥
︒

こ
こ
で
当
該
地
域
が
僻
地
で
あ
る
こ
と
が
免
遣
地
域
に
な
る
一
つ
の
理
由
に
な
っ
た
の
は
︑
清
朝
の
里
程
配
流
が
罪
人
を
辺
境
へ
流
す
既
成
の

配
流
論
理
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
貴
州
・
四
川
・
湖
北
・
湖
南
の
一
部
苗
疆
地
域
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
乾
隆
十
二
年
︑
十

九
年
︑
二
十
年
︑
三
十
二
年
に
配
流
犯
が
苗
民
と
往
来
す
る
こ
と
で
治
安
が
悪
化
す
る
と
の
理
由
で
配
所
候
補
地
か
ら
除
外
さ
れ
た⑦
︒

そ
の
結
果
︑
①
の
順
天
府
の
東
側
に
は
免
遣
地
域
の
奉
天
が
あ
り
︑
さ
ら
に
東
に
ゆ
け
ば
辺
境
に
至
る
た
め
︑
罪
人
を
送
る
こ
と
が
で
き
な

10 (698)



か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
②
甘
粛
の
迪
化
州
︵
現
在
の
ウ
ル
ム
チ
︶
は
︑
西
北
辺
境
に
あ
り
︑
南
・
西
・
北
に
送
れ
ば
清
朝
の
内
地
を
越
え
て
し
ま
う

の
で
︑
配
所
候
補
地
を
指
定
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
③
雲
南
永
北
庁
の
事
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
海
に
至
る
場
合
︵
抵

海
︶
や
︑
チ
ベ
ッ
ト
・
苗
疆
・
土
司
に
至
る
場
合
︵
抵
番
・
抵
苗
・
抵
土
司
︶
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
迪
化
州
と
鎮
西
府
︵
現

在
の
バ
ル
ク
ル
︶
以
遠
に
は
送
れ
な
い
と
い
う
記
載
も
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
は
ウ
ル
ム
チ
や
バ
ル
ク
ル
が
内
地
配
流
の
配
所
で
は
な
く
︑
発
遣

の
配
所
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

烟
瘴
充
軍
の
配
所
に
な
る
の
は
︑
広
西
・
広
東
・
雲
南
・
貴
州
の
四
省
の
一
部
州
県
で
あ
っ
た
︒
①
・
②
の
場
合
が
一
般
的
な
事
例
で
あ
る
︒

一
方
︑
烟
瘴
省
分
や
そ
の
隣
に
あ
る
原
籍
単
位
の
場
合
は
別
途
の
手
続
き
が
行
わ
れ
た
︒
雲
南
の
烟
瘴
軍
犯
は
広
東
に
︵
③
︶
︑
広
東
の
者
は

雲
南
に
︑
貴
州
の
者
は
広
西
に
︑
広
西
の
者
は
貴
州
に
そ
れ
ぞ
れ
送
ら
れ
た
︒
こ
の
場
合
に
配
所
と
な
る
州
県
は
道
里
表
で
定
め
ら
れ
ず
︑
収

容
省
の
巡
撫
が
地
方
の
状
況
を
考
慮
し
て
配
置
し
た
︒
ま
た
︑
烟
瘴
四
省
の
隣
省
で
あ
る
福
建
・
四
川
・
湖
南
の
烟
瘴
軍
犯
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
貴

州
・
雲
南
・
広
東
に
送
り
︑
同
じ
く
収
容
省
の
巡
撫
の
配
置
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

配
所
の
分
布
を
確
認
す
る
た
め
︑
配
所
と
な
る
八
五
三
個
の
州
県
を
各
省
別
に
集
計
し
て
み
る
と
︑
嘉
慶
十
四
年
の
時
点
で
省
全
体
が
免
遣

地
域
で
あ
っ
た
直
隷
を
除
く
全
て
の
省
が
配
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
省
別
に
み
る
と
︑
江
蘇
四
五
個
︑
安
�
四
〇
個
︑
浙

江
四
八
個
︑
江
西
四
九
個
︑
湖
北
四
四
個
︑
湖
南
四
二
個
︑
福
建
四
〇
個
︑
山
東
七
二
個
︑
山
西
五
八
個
︑
河
南
六
九
個
︑
陝
西
六
五
個
︑
甘

粛
五
二
個
︑
四
川
五
九
個
︑
広
東
五
〇
個
︑
広
西
四
五
個
︑
雲
南
四
一
個
︑
貴
州
三
四
個
の
州
県
が
配
所
に
な
っ
て
い
る
︒
特
に
九
州
の
中
心

と
い
う
こ
と
で
中
州
と
呼
ば
れ
た
河
南
が
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
以
来
配
流
地
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
は
︑
辺
境
配
流
が
終
わ
っ
た
こ

と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
︒

五
軍
道
里
表
の
配
流
構
造
を
み
る
と
︑
首
都
へ
の
罪
人
の
配
流
を
禁
ず
る
伝
統
的
な
配
流
刑
の
原
則
は
守
ら
れ
て
い
る
が
︑
軍
隊
へ
の
配
置

や
︑
首
都
か
ら
の
遠
隔
性
に
よ
る
差
等
配
置
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
唯
一
の
基
準
は
原
籍
地
か
ら
の
配
流
距
離
で
あ
り
︑
内
地
の
中
央
と
い
え

ど
も
罪
人
の
配
置
が
忌
避
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
里
程
配
流
は
︑
内
地
の
ほ
ぼ
全
域
を
対
象
に
す
る
こ
と
で
︑
配
所
の
数
を

清代の「里程配流」（キム）
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増
や
し
︑
罪
人
の
分
散
配
置
を
可
能
に
す
る
︒
具
体
的
な
配
所
の
指
定
や
改
訂
の
重
点
は
道
里
表
に
よ
っ
て
異
な
る
が
︑
構
造
自
体
は
変
わ
ら

な
い
︒
で
は
︑
五
軍
道
里
表
は
実
際
に
設
計
通
り
適
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

①

乾
隆
八
年
﹃
三
流
道
里
表
﹄
徐
本
等
﹁
為
請
定
三
流
遠
近
道
里
事
﹂
︑
乾
隆
八

年
︑
﹁
蓋
僉
発
流
犯
︑
名
例
内
但
載
有
一
定
之
省
分
︑
三
等
流
犯
︑
均
発
一
省
︑

其
道
里
遠
近
幷
未
再
有
区
別
︒
如
直
隷
・
江
蘇
・
山
西
三
省
流
犯
︑
俱
例
発
陝
西
︑

安
�
・
浙
江
・
陝
西
・
湖
北
四
省
流
犯
︑
俱
例
発
山
東
︒
各
省
幅
員
︑
既
有
大
小

之
不
同
︑
相
距
道
里
︑
自
有
遠
近
之
各
異
︒
今
既
按
依
府
分
︑
計
算
道
里
︑
分
別

僉
発
︒
若
仍
拘
原
定
之
省
分
︑
則
遠
近
勢
難
符
合
︒
窃
査
︑
流
分
三
等
︑
原
以
道

里
之
遠
近
︑
別
情
罪
之
重
軽
︒
要
皆
投
畀
他
方
︑
期
於
懲
奸
止
惡
也
︒
而
名
例
所

載
独
定
於
陝
西
・
山
東
・
浙
江
・
四
川
・
広
東
・
広
西
・
福
建
等
七
省
者
︑
詳
究

定
例
之
意
︑
或
以
此
等
奸
徒
宜
置
之
荒
蕪
w
海
地
面
耳
︒
今
陝
西
等
省
︑
已
多
殷

繁
富
庶
之
地
︑
而
江
南
等
省
︑
亦
有
臨
河
濱
海
之
区
︑
又
未
可
以
概
論
︒
況
軍
犯

現
在
俱
係
各
省
通
発
︑
流
犯
似
亦
応
一
体
辨
理
︒
臣
等
謹
按
輿
図
及
会
典
内
軍
衛

道
里
表
所
載
道
里
遠
近
︑
分
別
三
等
註
明
府
属
︑
不
拘
従
前
所
定
七
省
︑
詳
加
酌

定
︑
将
某
省
某
府
属
流
犯
応
流
二
千
里
者
︑
僉
発
何
省
何
府
属
安
置
︑
応
流
二
千

五
百
里
者
︑
僉
発
何
省
何
府
属
安
置
︑
応
流
三
千
里
者
︑
僉
発
何
省
何
府
属
安
置
︑

逐
省
逐
府
︑
詳
細
開
載
︒
仍
将
僉
発
凡
例
五
條
列
於
冊
首
︑
以
便
遵
査
︒
庶
各
省

流
犯
︑
遠
近
悉
帰
劃
一
︑
而
軽
重
均
得
其
平
矣
﹂
︒

②

一
方
︑
三
流
道
里
表
の
場
合
︑
複
数
の
県
級
行
政
単
位
を
配
所
候
補
地
と
し
て

設
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
一
つ
の
府
級
行
政
単
位
を
配
所
と
し
て
指
定
し
て
い
る
︒

県
単
位
ま
で
は
規
定
し
て
い
な
い
の
で
︑
三
流
道
里
表
の
配
所
指
定
は
五
軍
道
里

表
に
比
べ
て
︑
府
の
選
択
に
お
い
て
は
柔
軟
性
が
欠
如
し
て
い
る
が
︑
県
の
選
択

に
お
い
て
は
柔
軟
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
実
際
に
県
単
位
の
配
所

選
定
の
権
限
は
知
府
が
有
し
て
い
た
︵
乾
隆
八
年
﹃
三
流
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑

僉
解
流
犯
応
径
解
知
府
衙
門
︑
査
流
犯
定
例
︑
向
止
定
有
分
流
省
分
︑
幷
未
註
明

府
属
︑
是
以
旧
例
俱
由
原
籍
逓
解
︑
応
流
省
分
巡
撫
衙
門
︑
定
地
転
発
︒
今
既
定

有
府
属
︑
応
只
行
文
知
照
巡
撫
︑
一
面
将
人
犯
径
解
知
府
衙
門
︑
令
該
知
府
於
闔

属
州
県
内
︑
通
行
酌
撥
︑
仍
令
報
明
該
管
上
司
﹂
﹁
一
︑
同
案
流
犯
応
分
別
安
置
︒

査
一
案
人
犯
︑
若
同
発
一
県
︑
恐
互
相
勾
結
︑
致
滋
事
端
︑
応
令
該
管
知
府
分
別

酌
撥
安
置
﹂
︶
︒

③

拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
④
論
文
︑
五
三
～
五
四
頁
︒

④

光
緒
﹃
欽
定
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
七
二
一
︿
軍
流
﹀
︑
乾
隆
十
六
年
︑
﹁
奉
天
府

為
国
家
留
都
︑
根
本
重
地
︒
凡
発
往
軍
犯
︑
聚
集
茲
土
︑
大
為
風
俗
之
害
︒
嗣
後

軍
衛
道
里
表
内
︑
所
載
順
天
等
処
充
軍
人
犯
︑
編
発
奉
天
安
置
者
︑
悉
行
停
止
︒

如
有
応
遣
之
犯
︑
照
道
里
相
符
之
江
南
・
山
西
・
山
東
・
陝
西
等
省
︑
分
別
発

遣
﹂
︒

⑤

光
緒
﹃
欽
定
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
七
二
一
︿
軍
流
﹀
︒

⑥

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑
浙
江
省
之
玉
環
庁
・
定
海
県
︑

四
面
環
海
︑
島
勢
孤
懸
︑
又
係
産
塩
之
地
︑
私
梟
出
没
︒
乾
隆
三
十
一
年
︑
議
准

不
准
僉
発
人
犯
︒
今
仍
照
原
議
︑
凡
各
省
応
発
該
二
処
者
︑
俱
另
行
改
編
﹂
︒

⑦

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑
貴
州
省
之
黎
平
・
鎮
遠
等
府
︑

附
近
新
闢
苗
疆
︑
乾
隆
十
二
年
議
准
︑
不
便
聚
積
軍
流
人
犯
︒
今
照
原
議
︑
凡
応

発
各
該
府
者
︑
俱
另
行
改
編
﹂
﹁
一
︑
四
川
省
之
寧
遠
・
雅
州
・
竜
安
・
茂
州
・

酉
陽
・
叙
永
六
府
州
庁
︑
附
近
苗
疆
︑
乾
隆
十
九
年
議
准
︑
軍
流
人
犯
不
便
与
苗

民
雑
処
︑
今
照
原
議
︑
凡
応
発
各
該
府
州
庁
者
︑
俱
另
行
改
編
﹂
﹁
一
︑
湖
北
省

之
鶴
峰
・
長
楽
・
恩
施
・
宣
恩
・
咸
豊
・
来
鳳
・
利
川
等
州
県
︑
俱
係
苗
疆
︒
乾

隆
二
十
年
議
准
︑
停
止
安
挿
軍
犯
︒
今
照
原
議
︑
表
内
応
発
各
該
州
県
者
︑
俱
另

行
改
編
﹂
﹁
一
︑
湖
南
永
順
府
属
之
永
順
・
竜
山
・
保
靖
・
桑
植
四
県
︑
辰
州
府

属
之
乾
州
・
永
綏
・
鳳
凰
三
庁
︑
永
州
府
属
之
江
華
︑
宝
慶
府
属
之
城
歩
︑
沅
州

府
属
之
芷
江
︑
靖
州
本
州
曁
所
属
綏
寧
・
通
道
二
県
︑
均
係
苗
疆
緊
要
之
区
︒
乾
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隆
三
十
二
年
︑
議
准
停
発
軍
流
人
犯
︑
今
照
原
議
︑
凡
旧
表
内
有
応
発
各
該
州
県

者
︑
俱
另
行
改
編
﹂
︒

第
三
章

道
里
表
に
よ
る
配
流
行
政
と
地
方
の
事
情

四
川
省
巴
県
の
清
代
檔
案
資
料
︵
以
下
︑
巴
県
檔
案
︶
は
︑
清
代
の
地
方
行
政
お
よ
び
法
律
運
用
に
関
す
る
多
数
の
官
文
書
を
含
ん
で
お
り
︑

配
流
刑
の
実
態
を
究
明
す
る
の
に
も
有
効
な
史
料
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
乾
隆
二
十
二
年
︵
一
七
五
七
年
︶
に
作
成
さ
れ
た
巴
県
檔
案
六

二

三

四
七
六①
の
史
料
を
取
り
上
げ
る
︒
該
史
料
は
重
慶
府
の
属
下
で
あ
る
長
寿
・
永
川
・
栄
昌
・
綦
江
・
銅
梁
・
璧
山
・
定
遠
の
各
県
及
び
合
州
そ

れ
ぞ
れ
が
︑
該
地
域
を
通
過
す
る
配
流
犯
へ
の
支
給
に
つ
い
て
重
慶
府
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
み
る
と
︑
一
年
に
百
人
以
上
の
配

流
犯
が
重
慶
府
を
経
由
し
て
配
所
に
向
っ
て
い
た
こ
と
と
︑
配
流
犯
一
人
に
五
十
里
当
た
り
米
一
升
・
銭
五
文
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
通
過
す
る
配
流
犯
の
原
籍
と
配
所
︑
罪
状
と
処
罰
内
容
が
追
跡
で
き
る
点
で
あ
る
︒

以
下
で
は
︑
そ
の
う
ち
最
も
多
い
配
流
犯
を
伝
送
し
て
い
た
長
寿
県
を
中
心
に
罪
人
が
道
里
表
通
り
配
置
さ
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
︒
該

史
料
の
末
尾
に
は
︑
乾
隆
二
十
二
年
に
巴
県

長
寿

墊
江
の
ル
ー
ト
で
四
川
か
ら
流
さ
れ
た
か
︑
逆
の
ル
ー
ト
で
四
川
に
入
っ
た
人
数
が
一

五
〇
名
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
最
初
の
四
︑
五
枚
が
欠
落
し
て
お
り
︑
実
際
に
把
握
で
き
る
の
は
一
一
七
人
で
︑
そ
の
う
ち
家
族
の
身

分
で
従
っ
て
い
る
十
七
人
を
除
く
と
︑
事
情
が
わ
か
る
配
流
犯
の
数
は
百
人
に
な
る
︒

そ
し
て
︑
該
史
料
に
は
地
名
や
量
刑
な
ど
に
お
い
て
相
当
な
誤
記
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
ほ
か
の

州
県
の
記
録
を
参
照
し
て

該
史
料
で
各
州
県
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
領
域
を
通
過
す
る
罪
人
を
報
告
し
て
い
る
が
︑
同
一
罪
人
が
各
州
県
を

通
過
す
る
日
時
に
よ
っ
て
重
複
記
載
さ
れ
る
た
め
︑
交
差
検
証
が
で
き
る

明
ら
か
に
誤
り
と
思
わ
れ
る
場
合
は
校
正
し
て
分
析
し
た②
︒
そ

の
結
果
︑
長
寿
県
を
通
過
す
る
百
人
の
う
ち
︑
流
犯
は
三
二
人
︑
軍
犯
は
五
八
人
︑
遣
犯
は
十
人
と
な
る
︒
こ
こ
で
は
配
置
の
際
に
道
里
表
が

用
い
ら
れ
る
流
犯
と
軍
犯
の
み
を
分
析
対
象
と
す
る
︒

こ
れ
ら
九
〇
人
の
軍
流
犯
の
原
籍
地
と
配
所
を
当
時
使
用
さ
れ
た
は
ず
の
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
や
同
年
﹃
三
流
道
里
表
﹄
と
対
照
し

清代の「里程配流」（キム）
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て
み
る
と
︑
七
九
人
︑
つ
ま
り
九
割
弱
の
配
流
犯
が
道
里
表
に
記
載
さ
れ
た
配
所
に
流
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
例
と
し
て
軍
犯
彭
開

元
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
と
︑
彼
は
四
川
の
崇
慶
州
出
身
で
︑
陳
仲
元
と
い
う
人
を
刺
し
殺
し
た
罪
で
充
軍
に
処
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
湖
北
の

荊
州
府
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
巴
県

長
寿

墊
江
を
経
由
し
て
い
る③
︒
原
籍
地
で
あ
る
崇
慶
州
は
成
都
府
所
属
で
あ
り
︑
乾
隆
八
年

﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
に
よ
る
と
︑
成
都
府
出
身
で
辺
衛
充
軍
の
罪
を
犯
せ
ば
︑
東
へ
は
湖
北
の
荊
州
府
や
宜
昌
府
︑
北
へ
は
陝
西
の
鳳
翔
府
・
寧

夏
府
な
ど
に
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
彭
開
元
は
そ
の
う
ち
荊
州
府
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
十
一
人
は
道
里
表
通
り
に
送
ら
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
う
ち
の
二
人
︑
沈
連
芳
と
劉
韶
は
そ
れ
ぞ
れ
広
東
韶
州
府
と
広
西
平

楽
府
の
出
身
で
︑
道
里
表
に
よ
れ
ば
四
川
の
配
所
と
し
て
寧
遠
府
と
竜
安
府
が
指
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
重
慶
府
と
成
都
府
へ
向
か
っ

て
い
た
︒
乾
隆
二
十
一
年
︑
苗
人
と
民
人
が
雑
居
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
︑
四
川
の
一
部
地
域
は
配
所
と
し
て
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た④
︒

彼
ら
は
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
︑
巡
撫
衙
門
が
﹁
地
方
の
状
況
を
考
慮
し
て
﹂
決
め
た
別
の
州
県
を
配
所
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
判
断
で
き
る
︒

一
方
︑
黄
朝
相
な
ど
三
人
の
軍
犯
は
道
里
表
で
は
保
寧
府
閬
中
県
が
配
所
に
な
っ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
順
慶
府
に
送
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ

に
関
す
る
規
定
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
︑
保
寧
府
と
順
慶
府
が
接
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
閬
中
県
の
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
た
結

果
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
も
そ
も
四
川
を
配
所
と
し
な
い
黄
州
府
属
の
軍
犯
が
四
川
に
流
さ
れ
て
き
た
こ
と
や
︑
四
川
か
ら
の
配
流
犯
で
あ
る
が
道
里

表
に
載
せ
て
い
な
い
配
所
へ
送
ら
れ
て
い
る
五
人
の
事
例
も
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
説
明
し
が
た
い
が
︑
道
里
表
が
実

際
に
司
法
行
政
に
適
用
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
を
検
証
で
き
る
も
う
一
つ
の
史
料
は
軍
流
犯
の
名
簿
で
あ
る
︒
乾
隆
三
十
一
年
と
乾
隆
五
十
年
の
巴
県
の
配
流
犯
清
冊
を
み
る
と⑤
︑
配

流
犯
の
姓
名
と
原
籍
地
︑
配
所
に
到
着
し
た
時
期
︑
お
よ
び
判
決
内
容

擬
軍
・
擬
流
・
減
流
な
ど
が
簡
略
に
記
さ
れ
る
だ
け
で
等
級
ま
で

は
記
さ
れ
な
い

が
確
認
で
き
る
︒
そ
の
う
ち
充
軍
や
流
刑
に
よ
り
巴
県
へ
流
さ
れ
た
罪
人
の
原
籍
地
を
調
べ
て
み
る
と
︑
三
十
一
年
の
場

合
は
十
七
人
の
う
ち
十
五
人
が
︑
五
十
年
の
場
合
は
十
六
人
の
う
ち
十
一
人
が
道
里
表
の
規
定
ど
お
り
に
巴
県
へ
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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乾
隆
五
十
年
の
清
冊
で
道
里
表
の
配
所
に
符
合
し
な
い
配
流
犯
が
五
人
と
比
較
的
多
い
の
は
︑
後
述
す
る
配
所
調
整
の
条
例
の
た
め
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
︒

こ
れ
ら
の
史
料
は
︑
乾
隆
年
間
に
お
い
て
道
里
表
が
実
質
的
な
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
ま
た
︑
四
川
あ
る
い
は
他
省
か
ら
送

ら
れ
重
慶
府
を
通
過
す
る
ケ
ー
ス
︑
他
省
か
ら
送
ら
れ
巴
県
に
安
置
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
四
川
に
限
定
さ
れ
る
話
で
は
な
い
︒

つ
ま
り
︑
乾
隆
年
間
に
は
内
地
全
域
に
わ
た
り
道
里
表
に
従
う
里
程
配
流
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
て
支
障
は
な
い
だ
ろ
う
︒

以
下
に
引
用
す
る
乾
隆
二
十
七
年
と
四
十
五
年
の
記
事
は
︑
時
期
的
に
離
れ
て
お
り
︑
こ
の
間
に
は
道
里
表
も
改
訂
さ
れ
て
い
る
が⑥
︑
里
程

配
流
に
関
し
て
は
共
通
し
た
実
情
を
窺
わ
せ
る
︒

護
福
建
巡
撫
徳
福
が
﹁
各
省
の
軍
流
犯
は
︑
以
前
は
送
る
べ
き
省
の
巡
撫
衙
門
に
送
っ
て
安
置
さ
せ
ま
し
た
が
︑
そ
れ
以
後
︑
上
奏
を
経
て
道
里
表
に
照

ら
し
て
送
る
べ
き
府
に
安
置
す
る
こ
と
に
変
り
ま
し
た
︒
福
寧
府
を
調
べ
る
と
︑
罪
人
が
二
百
余
名
に
至
っ
て
い
ま
す
︒
道
里
表
に
記
載
さ
れ
た
通
り
に

送
っ
た
結
果
︑
各
府
所
属
の
罪
人
は
福
寧
府
に
安
置
さ
れ
る
者
が
多
く
な
り
︑
日
々
増
え
て
お
り
ま
す
︒
彼
等
は
も
と
も
と
善
良
な
人
間
で
は
な
い
の
で
︑

集
住
さ
せ
る
の
は
不
適
切
で
す
︒
福
寧
は
僻
地
の
海
辺
で
あ
り
︑
防
備
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
今
後
は
元
通
り
巡
撫
衙
門
に
送
り
融
通
し
て
安
置
す

る
よ
う
に
し
︑
既
に
到
着
し
た
配
流
犯
に
つ
い
て
は
︑
す
べ
て
調
査
し
て
均
等
に
改
送
す
る
こ
と
を
お
認
め
下
さ
い
﹂
と
上
奏
し
︑
そ
の
通
り
に
執
行
さ

れ
た⑦
︒

刑
部
が
﹁
山
西
巡
撫
喀
寧
阿
の
﹃
山
西
の
大
同
・
朔
平
・
寧
武
は
以
前
軍
犯
が
過
多
だ
っ
た
た
め
に
︑
平
定
・
忻
州
・
代
州
・
沁
州
・
保
徳
州
の
五
州
に

改
め
て
安
置
し
て
い
ま
し
た
︒
近
来
調
べ
て
み
る
と
︑
罪
人
が
過
剰
で
食
糧
の
入
手
が
困
難
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
監
視
も
徹
底
せ
ず
︑
逃
亡
し
事

件
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
︒
五
州
へ
の
軍
流
犯
の
改
置
を
し
ば
ら
く
停
止
し
︑
道
里
表
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
府
分
に
安
置
す
る
こ
と
を
提
案
い

た
し
ま
す
﹄
と
い
う
上
奏
ど
お
り
に
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
﹂
と
覆
奏
し
︑
裁
可
さ
れ
た⑧
︒

清代の「里程配流」（キム）
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結
論
だ
け
み
る
と
︑
前
者
は
道
里
表
の
成
立
以
前
の
よ
う
に
巡
撫
衙
門
が
配
所
を
決
め
る
こ
と
を
︑
後
者
は
道
里
表
に
依
拠
す
る
こ
と
を
請

う
︑
相
反
す
る
内
容
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
二
つ
の
記
事
か
ら
は
共
通
し
て
以
下
の
事
実
が
確
認
で
き
る
︒
第
一
に
︑
一
定
時
点
で
は
道
里
表
に

依
拠
し
て
罪
人
の
配
流
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
道
里
表
に
依
拠
し
た
配
置
の
結
果
︑
特
定
の
地
域

福
建
の
福
寧
や
山

西
の
大
同
・
朔
平
・
寧
武

に
罪
人
が
集
中
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
上
記
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
と
︑
巡
撫
衙
門
が

配
所
を
任
意
に
割
り
当
て
る
こ
と
を
要
請
し
︑
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
後
者
の
記
事
で
は
そ
の

臨
機
応
変
の
結
果
︑
修
正
し
た
配
所
で
ま
た
罪
人
が
過
剰
に
な
っ
た
た
め
︑
再
び
道
里
表
に
従
う
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
︒

五
軍
道
里
表
は
︑
短
い
時
は
十
余
年
︑
長
い
時
は
三
十
年
を
経
て
か
ら
改
訂
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
軍
犯
の
多
寡
や
地
方
の
治
安
な
ど
の
実
情
を

踏
ま
え
︑
道
里
表
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
現
地
の
実
情
と
は
噛
み
合
わ
な

い
配
流
が
時
折
生
ず
る
こ
と
や
︑
少
数
の
行
政
単
位
に
﹁
も
と
も
と
善
良
な
人
間
で
は
な
い
﹂
軍
流
犯
が
集
中
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
福
建
や
山
西
の
よ
う
に
︑
巡
撫
の
上
奏
を
通
じ
て
省
が
配
流
犯
を
配
置
す
る
か
︑
あ
る
い
は
既
存
の
軍
流
犯
を
他
の

府
州
に
安
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
で
は
︑
二
六
八
ヶ
所
の
府
級
機
構
の
う
ち
二
一
三
ヶ
所
︑
一
五
一
一
ヶ
所
の
県
級
機
構⑨
の
う
ち
八
五
三
ヶ
所

が
︑
少
な
く
と
も
一
つ
以
上
の
原
籍
単
位
か
ら
の
配
所
に
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
府
級
機
構
の
八
割
弱
︑
県
級
機
構
の
半
数
以
上
へ
軍
犯
が
送

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
数
値
か
ら
み
る
と
︑
配
流
犯
の
管
理
は
清
代
の
地
方
官
で
あ
れ
ば
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
任
務
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
る
︒
実
際
に
配
流
犯
を
監
視
す
る
の
が
郷
村
の
保
甲
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と⑩
︑
清
代
の
配
流
刑
は
︑
辺
境
の
一
部
官

僚
や
軍
隊
の
み
な
ら
ず
︑
内
地
の
州
県
官
ひ
い
て
は
地
方
の
基
層
組
織
ま
で
が
罪
人
の
管
理
任
務
を
分
担
す
る
刑
罰
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
内
地
全
域
へ
の
里
程
配
流
を
執
行
す
る
際
に
は
地
方
の
現
状
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

①

こ
こ
で
扱
う
巴
県
檔
案
の
資
料
は
未
出
版
の
も
の
で
あ
る
︒
番
号
と
分
類
は
四

川
省
檔
案
館
に
よ
る
︒

②

た
と
え
ば
︑
長
寿
県
の
史
料
で
︑
軍
犯
周
万
山
は
﹁
肩
州
﹂
出
身
で
湖
北
安
陸

府
に
向
か
っ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
肩
州
と
い
う
地
名
は
存
在
し
な
い
︒
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こ
こ
で
永
川
・
栄
昌
・
璧
山
の
記
録
を
参
考
す
る
と
︑
彼
は
﹁
眉
州
﹂
出
身
で
荊

州
府
へ
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
韓
名
︵
明
︶
の
場
合
︑
南
康
府

南
安
県
人
に
な
っ
て
い
る
が
︑
南
康
府
に
は
南
安
県
が
存
在
し
な
い
︒
こ
れ
も
他

県
の
記
録
を
参
考
し
て
み
る
と
︑
南
安
府
南
康
県
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ

の
よ
う
な
交
差
検
証
を
通
し
て
誤
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
︑
実
は
道
里

表
に
相
応
す
る
配
流
と
わ
か
る
も
の
が
六
件
あ
る
︒

③

巴
県
檔
案
六

二

三
四
七
六
︑
﹁
軍
犯
一
名
彭
開
元
︑
係
崇
慶
州
人
︑
為
報

明
事
︑
戳
斃
陳
仲
元
軍
犯
︑
発
荊
州
府
安
置
︒
自
十
月
三
日
准
巴
県
解
到
︑
転
解

墊
江
県
交
替
︑
計
程
一
百
五
十
里
︑
支
米
三
升
・
銭
十
五
文
﹂
︒

④

﹃
大
清
律
例
根
原
﹄
巻
十
七
︿
徒
流
遷
徙
地
方
﹀
︑
乾
隆
二
十
一
年
続
纂
︑
﹁
一
︑

四
川
省
所
属
之
寧
遠
府
・
茂
州
・
雅
州
・
竜
安
府
・
酉
陽
州
・
叙
永
庁
︑
湖
南
省

所
属
之
永
順
県
・
靖
州
・
城
歩
県
・
江
華
県
・
永
明
県
・
道
州
・
辰
州
府
・
沅
州

府
等
処
︑
均
係
苗
民
雑
居
之
地
︑
各
省
有
応
発
軍
流
等
犯
︑
令
其
解
至
督
撫
衙
門
︑

就
地
方
情
形
通
融
派
撥
︑
不
得
与
苗
民
聚
処
致
生
事
端
︒
其
非
附
近
苗
疆
之
府
州
︑

仍
照
軍
流
道
里
表
指
定
地
方
︑
径
解
該
府
州
転
発
﹂
︒

⑤

巴
県
檔
案
六

一

二
一
︿
巴
県
令
葉
移
交
任
内
経
管
墊
支
過
監
犯
棉
衣
工
料

銀
両
和
軍
流
犯
一
案
清
冊
巻
﹀
︑
乾
隆
三
十
一
年
︑
六

二

三
九
一
三
︿
巴
県

為
安
置
軍
流
犯
姓
名
造
冊
一
本
﹀
︑
乾
隆
五
十
年
︒

⑥

後
述
す
る
が
︑
乾
隆
三
十
二
年
の
改
訂
は
︑
配
流
距
離
の
実
質
化
の
た
め
配
所

を
調
整
す
る
こ
と
が
︑
四
十
四
年
の
改
訂
は
︑
罪
人
の
分
散
の
た
め
配
所
候
補
地

を
多
数
確
保
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
主
眼
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
の

改
訂
も
配
流
方
法
や
手
続
き
で
は
な
く
︑
配
所
の
指
定
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
で
︑
地
方
の
事
情
の
た
め
罪
人
の
再
配
置
を
要
求
し
て
︑
そ
れ
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
両
例
の
共
通
性
を
読
み
取
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
︒

⑦

﹃
清
高
宗
実
録
﹄
卷
六
五
九
︑
乾
隆
二
十
七
年
四
月
辛
巳
︑
﹁
護
福
建
巡
撫
徳

福
奏
︑
各
省
軍
流
人
犯
︑
向
解
応
遣
省
分
之
巡
撫
衙
門
︑
分
別
安
置
︒
嗣
経
條
奏
︑

照
道
里
表
︑
径
解
応
遣
府
分
安
置
︒
査
福
寧
一
府
︑
人
犯
至
二
百
余
名
︒
縁
道
里

表
所
載
︑
各
府
属
人
犯
︑
応
解
福
寧
安
置
者
較
多
︑
遂
至
日
増
月
積
︒
此
等
本
非

善
類
︑
聚
処
不
宜
︒
福
寧
僻
処
海
陬
︑
防
範
尤
為
不
易
︒
請
嗣
後
仍
解
交
巡
撫
衙

門
︑
通
融
安
置
︑
其
已
到
配
者
︑
亦
容
査
明
均
匀
改
発
︒
従
之
﹂
︒

⑧

﹃
清
高
宗
実
録
﹄
卷
一
一
一
一
︑
乾
隆
四
十
五
年
七
月
己
亥
︑
﹁
刑
部
議
覆
︑

山
西
巡
撫
喀
寧
阿
奏
称
︑
山
西
大
同
・
朔
平
・
寧
武
前
因
安
置
軍
流
人
犯
過
多
︑

改
発
平
定
・
忻
・
代
・
沁
・
保
徳
五
州
属
安
置
︒
近
査
人
犯
壅
積
︑
覓
食
維
艱
︒

且
恐
稽
察
難
周
︑
脱
逃
滋
事
︒
請
将
改
発
五
州
属
軍
流
暫
停
分
発
︑
仍
照
道
里
表

原
発
府
分
︑
酌
撥
安
置
︒
応
如
所
請
︒
報
聞
﹂
︒

⑨

王
亜
民
・
王
明
陽
﹁
明
清
時
期
我
国
基
層
官
制
的
量
変
与
質
変
﹂
﹃
南
都
学
壇
﹄

三
二

三
︑
二
〇
一
二
年
に
よ
る
と
︑
嘉
慶
年
間
当
時
︑
散
庁
が
七
一
か
所
︑
散

州
が
一
四
七
か
所
︑
県
が
一
二
九
三
か
所
で
あ
っ
た
︒

⑩

保
甲
の
管
理
の
下
で
配
流
犯
た
ち
が
如
何
な
る
生
業
に
従
事
し
て
い
た
の
か
は
︑

乾
隆
五
十
三
年
巴
県
の
﹁
安
置
軍
流
遣
犯
清
冊
﹂
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
生
業
が
確
認
で
き
る
二
十
名
の
う
ち
︑
年
老
い
て
生
業
の
な
い

一
人
と
乞
食
し
て
過
ご
す
二
人
を
除
け
ば
︑
全
て
各
々
の
生
業
を
持
っ
て
い
た
︒

例
え
ば
︑
つ
め
の
手
入
れ
︑
占
い
師
︑
裁
縫
師
や
食
堂
︑
水
屋
︑
油
屋
︑
惣
菜
屋

で
の
労
働
な
ど
で
あ
る
︵
拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
⑦
論
文
︶
︒

清代の「里程配流」（キム）
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第
四
章

五
軍
道
里
表
の
改
訂
意
図

第
一
節

五
軍
道
里
表
の
改
訂
に
対
す
る
統
計
分
析

本
章
で
は
︑
五
軍
道
里
表
の
改
訂
の
様
相
を
確
認
し
︑
そ
の
意
図
を
論
じ
た
い
︒
ま
ず
︑
直
隷
順
天
府
の
配
所
選
定
に
見
ら
れ
る
変
化
を
追

跡
す
る
こ
と
に
す
る
︒

︻
表
U
︼
か
ら
雍
正
八
年
と
乾
隆
八
年
︑
乾
隆
四
十
四
年
と
嘉
慶
十
四
年
と
の
類
似
性
が
確
認
で
き
る
︒
︻
表
U
︼
で
は
紙
面
の
制
約
の
た

め
配
所
候
補
地
を
府
ま
で
し
か
挙
げ
な
か
っ
た
が
︑
雍
正
八
年
と
乾
隆
八
年
の
両
表
を
具
体
的
に
探
っ
て
み
る
と
︑
附
近
充
軍
の
配
所
で
あ
る

泗
州
潼
安
衛
が
撤
廃
さ
れ
︑
極
辺
充
軍
の
配
所
で
あ
る
臨
洮
府
蘭
州
が
蘭
州
府
皐
蘭
県
に
な
っ
た
行
政
区
画
の
変
動
を
除
け
ば
︑
全
て
の
配
所

候
補
地
が
一
致
し
て
い
る
︒
乾
隆
四
十
四
年
と
嘉
慶
十
四
年
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
︒
唯
一
の
変
化
は
烟
瘴
充
軍
の
配
所
の
う
ち
保
昌
県
が
削

除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
も
嘉
慶
十
二
年
に
該
県
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒

し
か
し
︑
乾
隆
三
十
二
年
と
四
十
四
年
の
道
里
表
で
は
大
幅
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
三
十
二
年
の
表
で
は
︑
配
所
候
補
地
の
数
が
激
減

し
︑
極
辺
の
蘭
州
府
皐
蘭
県
︑
烟
瘴
の
桂
林
府
全
州
を
除
け
ば
︑
全
て
前
表
と
は
異
な
る
地
域
を
配
所
と
し
て
い
る
︵
附
近
の
安
�
鳳
陽
府
︑
辺

遠
の
安
�
池
州
府
と
浙
江
杭
州
府
は
配
所
と
な
る
州
県
が
変
更
︶
︒
つ
ま
り
︑
配
所
候
補
地
が
完
全
に
新
し
く
指
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
︒
一
方
︑
四
十
四
年
は
辺
遠
の
杭
州
府
寧
海
県
が
除
外
さ
れ
た
以
外
に
は
︑
三
十
二
年
の
配
所
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
う
え
に
︑
ほ
と
ん
ど

の
場
合
で
配
所
候
補
地
の
数
が
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
乾
隆
三
十
二
年
に
は
配
所
設
定
の
変
化
が
︑
四
十
四
年
に
は
配
所
候

補
地
の
増
加
が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
︑
こ
れ
は
順
天
府
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
全
国
的
な
傾
向
で
あ
る
︒

一
方
︑
︻
表
W
︼
の
﹁
原
籍
単
位
の
数
﹂
は
︑
﹁
他
の
原
籍
単
位
と
配
所
を
同
じ
く
す
る
﹂
︵
﹁
某
府
属
軍
犯
編
発
地
方
︑
付
近
・
近
辺
・
辺
遠
・
極

辺
・
烟
瘴
以
上
各
等
軍
犯
編
発
地
方
︑
俱
与
某
府
同
﹂
︶
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
除
外
し
て
︑
独
立
し
た
原
籍
単
位
と
し
て
そ
の
配
所
を
指
定
し
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配所

候補地

雍正八年

『軍衛道里表』

乾隆八年

『軍衛道里表』

乾隆三十二年

『五軍道里表』

乾隆四十四年

『五軍道里表』

嘉慶十四年

『五軍道里表』

附
近
充
軍

東 奉天府の一か所 奉天府の一か所 至奉天停止編発 至奉天停止編発 至奉天停止編発

南

江南鳳陽府・泗

州の五か所

江南鳳陽府・泗

州の四か所

安�鳳陽府の一

か所

安�鳳陽府、江

蘇淮安府・揚州

府の五か所

安�鳳陽府、江

蘇淮安府・揚州

府の五か所

西

山西太原府・寧

武府・保徳州の

三か所

山西太原府・寧

武府・保徳州の

三か所

山西解州の二か

所

山西解州・蒲州

府・絳州の四か

所

山西解州・蒲州

府・絳州の四か

所

北
至抵辺不足二千

里

至抵辺不足二千

里

至抵辺不足二千

里

至抵辺不足二千

里

至抵辺不足二千

里

近
辺
︵
辺
衛
︶
充
軍

東
至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

南

江南安慶府・揚

州府の三か所

江南安慶府・揚

州府の三か所

安�廬州府の二

か所

安�廬州府・太

平府・滁州・和

州、江 蘇 鎮 江

府・常州府の八

か所

安�廬州府・太

平府・滁州・和

州、江 蘇 鎮 江

府・常州府の八

か所

西
陝西延安府の二

か所

陝西延安府の二

か所

陝西西安府の三

か所

陝西西安府の七

か所

陝西西安府の七

か所

北
至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

至抵辺不足二千

五百里

辺

遠

充

軍

東
至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

南

江南池州府、浙

江杭州府の四か

所

江南池州府、浙

江杭州府の四か

所

安�池州府・安

慶府、浙江杭州

府の五か所

安�池州府・安

慶府、浙江杭州

府・嘉興府、湖

北黄州府の八か

所

安�池州府・安

慶府、浙江杭州

府・嘉興府、湖

北黄州府の八か

所

西

陝西楡林府・綏

徳州の二か所

陝西楡林府・綏

徳州の二か所

陝西鄜州の二か
所

陝西鄜州・鳳翔
府・邠州、甘粛

涇州の七か所

陝西鄜州・鳳翔
府・邠州、甘粛

涇州の七か所

北
至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

至抵辺不足三千

里

極

辺

充

軍

東
至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

南

福建延平府、浙

江台州府の六か

所

福建延平府、浙

江台州府の六か

所

福建建寧府、浙

江温州府の二か

所

福建建寧府、浙

江温州府、江西

吉安府の三か所

福建建寧府、浙

江温州府、江西

吉安府の三か所

西
陝西臨洮府の三
か所

甘粛蘭州府の三

か所

甘粛蘭州府の二

か所

甘粛蘭州府の二

か所

甘粛蘭州府の二

か所

北
至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

至抵辺不足四千

里

烟瘴

充軍

広東広州府、広

西桂林府の七か

所

広東広州府、広

西桂林府の七か

所

広西桂林府、広

東南雄府の三か

所

広西桂林府、広

東南雄府の三か

所

広西桂林府、広

東南雄州の二か

所

候補地

の個数
三六 三五 二二 四七 四六

【表�】 順天府の配所候補地の変化

清代の「里程配流」（キム）
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原
籍
単
位
の
数

配
流
候
補
地
の
指
定
総
数

一
原
籍
単
位
当
た
り

配
所
候
補
地
の
数

雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄

一
七
〇

六
九
二
六

四
一

乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄

一
八
六

七
四
〇
一

四
〇

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄

二
一
五

六
五
三
五

三
〇

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄

二
四
八

一
一
七
二
六

四
七

嘉
慶
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄

二
五
六

一
一
六
〇
九

四
五

︻
表
�
︼

各
道
理
表
の
配
所
候
補
地
の
数

て
い
る
行
政
区
域
の
数
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
原
籍
単
位

別
に
指
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
配
所
候
補
地
の
数
の
合
計

が
﹁
指
定
総
数
﹂
と
な
る
︒
道
里
表
で
は
い
く
つ
か
の

原
籍
単
位
が
同
一
地
域
を
配
所
と
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
︑
配
所
候
補
地
の
数
で
は
な
く
︑
﹁
指
定
総
数
﹂
を

表
記
し
た
︒

こ
こ
か
ら
全
体
的
な
傾
向
は
窺
え
る
が
︑
そ
れ
で
は

こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
改
訂
の
意
図
と
は
何
だ
ろ
う
か
︒

第
二
節

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
と
配
流
距
離
の
厳
密
化

乾
隆
二
十
七
年
︑
礼
部
尚
書
管
理
兵
部
事
務
の
劉
統
勲
は
軍
衛
道
里
表
を
改
訂
す
る
必
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
︒

臣
部
の
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
十
八
巻
は
︑
配
所
を
定
め
て
軍
犯
を
送
る
た
め
の
書
で
す
︒
凡
そ
附
近
・
辺
衛
・
辺
遠
︑
そ
し
て
極
辺
・
烟
瘴
に
送
る
べ
き
罪

人
は
︑
全
て
各
省
の
道
里
の
遠
近
に
よ
っ
て
四
至
を
掲
載
し
︑
五
軍
を
分
別
し
て
参
考
に
供
し
て
い
ま
す
︒
先
に
乾
隆
八
年
に
上
奏
し
て
修
正
し
ま
し
た

が
︑
明
代
の
﹃
邦
政
紀
略
﹄
に
沿
っ
て
編
纂
・
成
書
し
た
の
で
︑
そ
の
中
に
は
な
お
地
名
が
互
い
に
異
な
る
か
︑
里
数
が
符
合
し
な
い
処
が
あ
り
ま
す
︒

修
正
を
加
え
て
永
遠
に
伝
え
る
べ
き
で
す①
︒

こ
の
よ
う
に
︑
乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
改
訂
の
主
な
目
的
は
﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
踏
襲
し
て
い
る
既
存
の
道
里
表
か
ら
の
一
新
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

20 (708)



そ
れ
で
は
︑
﹃
邦
政
紀
略
﹄
の
踏
襲
に
つ
い
て
遡
っ
て
み
よ
う
︒
現
存
す
る
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
は
雍
正
十
一
年
に
発
刊
さ
れ
た

﹃
大
清
会
典
﹄
の
一
章
を
成
す
︒
前
掲
の
﹃
三
流
道
里
表
﹄
の
奏
文
で
も
﹁
会
典
内
軍
衛
道
里
表
﹂
と
言
っ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
︑
該
表

は
最
初
か
ら
﹃
大
清
会
典
﹄
に
収
録
さ
れ
た
形
で
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
雍
正
﹃
大
清
会
典
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
す
︒

配
流
の
則
例
に
つ
い
て
は
兵
部
武
庫
司
の
所
掌
で
あ
る
︒
衛
所
を
定
め
て
送
る
距
離
の
遠
近
は
︑
こ
れ
ま
で
明
代
の
﹃
邦
政
紀
略
﹄
と
い
う
一
書
に
従
っ

て
距
離
を
測
り
配
置
し
て
送
っ
て
き
た
︒
い
ま
衛
所
に
は
︵
州
県
に
︶
合
併
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
︑
州
県
に
は
︵
行
政
区
域
が
︶
変
化
し
た
も
の
が
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
直
省
の
各
府
で
附
近
・
辺
衛
・
辺
遠
・
極
辺
・
烟
瘴
を
分
け
て
距
離
の
遠
近
を
詳
し
く
調
べ
て
表
に
列
挙
し
︑
府
の
う
ち
例
と
し
て
罪
人
を
配

流
せ
ず
に
枷
号
と
鞭
打
ち
の
み
で
処
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
以
前
の
如
く
す
る②
︒

こ
れ
を
み
る
と
︑
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
は
明
代
の
﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
基
礎
に
し
て
衛
所
や
州
県
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
を
中
心
に
修

正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
邦
政
紀
略
﹄
は
現
存
し
な
い
が
︑
そ
の
痕
跡
を
た
ど
っ
て
み
る
と
︑
崇
禎
年
間
︵
一
六
二
八
年
～
一
六
四
四
年
︶
の

兵
部
尚
書
陳
新
甲
の
著
作
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る③
︒
清
代
に
入
っ
て
︑
五
軍
道
里
表
が
兵
部
尚
書
あ
る
い
は
兵
部
の
事
務
統
括
者
に
よ
り
編

纂
さ
れ
た
こ
と④
や
︑
崇
禎
年
間
に
充
軍
制
度
が
距
離
別
の
五
軍
に
整
理
さ
れ
た
こ
と⑤
を
考
え
れ
ば
︑
こ
こ
で
い
う
﹃
邦
政
紀
略
﹄
は
︑
陳
新
甲

の
著
作
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
具
体
的
な
内
容
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
が
︑
軍
衛
道
里
表
の
作
成
の
た
め
に
参
考
に
し
た
と

い
う
記
録
が
以
後
の
表
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
︑
軍
犯
の
配
所
指
定
に
関
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒

雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
が
﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
踏
襲
し
た
こ
と
は
︑
そ
れ
以
後
の
五
軍
道
里
表
と
は
異
な
り
︑
該
道
里
表
の
編
纂
基
準
や

編
纂
者
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
編
纂
の
責
任
者
で
あ
る
鄂
爾
泰
は
︑
雍
正
八
年

﹃
五
軍
道
里
表
﹄
は
明
代
の
﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
継
承
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
各
省
の
新
設
し
た
府
や
直
隷
州
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
の
で
新
し
い
道
里
表
を
編
纂
す
る
と
述
べ
て
い
る⑥
︒

清代の「里程配流」（キム）

21 (709)



し
か
し
︑
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
も
上
記
し
た
乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
編
纂
背
景
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
雍
正
八
年
の
道

里
表
ひ
い
て
は
﹃
邦
政
紀
略
﹄
か
ら
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
す
で
に
順
天
府
に
つ
い
て
雍
正
八
年
と
乾
隆
八
年
の
配
流
候
補
地
が

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
認
し
た
が
︑
そ
れ
以
外
で
も
︑
幾
つ
か
の
行
政
区
域
の
変
化
を
除
け
ば
︑
各
原
籍
単
位
別
に
ほ
ぼ
同
一

州
県
が
配
所
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
例
え
ば
︑
貴
州
鎮
遠
府
な
ど
五
つ
の
原
籍
単
位
か
ら
の
配
所
と
な
る
陝
西
の
臨
洮
府
所
属
の
狄

道
州
が
甘
粛
蘭
州
府
の
所
属
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
山
西
平
陽
府
等
の
地
か
ら
の
配
所
で
あ
る
山
東
の
莒
州
が
直
隷
州
か
ら
沂
州
府
属
に
な
っ
た

こ
と
︑
江
南
邳
州
の
属
県
で
あ
っ
た
宿
遷
県
と
睢
寧
県
が
︑
邳
州
が
徐
州
府
の
所
属
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
れ
所
属
が
修
正
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︒

た
だ
し
︑
新
設
し
た
府
州
の
場
合
に
限
っ
て
は
新
し
く
配
所
を
定
め
た
︒
つ
ま
り
︑
﹃
邦
政
紀
略
﹄
︑
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
︑
乾
隆
八
年

﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
の
間
の
改
訂
は
︑
行
政
区
域
の
変
化
を
主
と
す
る
僅
か
な
修
正
に
止
ま
っ
て
い
た
︒

そ
う
で
あ
れ
ば
︑
何
故
乾
隆
三
十
二
年
の
道
里
表
で
は
﹃
邦
政
紀
略
﹄
に
沿
っ
た
既
存
の
体
制
を
覆
し
︑
新
し
く
配
所
を
指
定
す
る
必
要
が

生
じ
た
の
か
︒
前
掲
し
た
劉
統
勲
の
奏
文
の
後
半
部
を
紹
介
す
る
︒

各
直
省
に
つ
い
て
定
め
た
距
離
に
関
し
て
は
︑
以
前
は
昔
の
本
︵
﹃
邦
政
紀
略
﹄
︶
に
よ
っ
て
お
り
︑
確
実
に
検
討
す
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒

臣
部
が
累
次
調
査
を
行
っ
た
結
果
と
各
省
の
督
撫
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
例
え
ば
広
東
肇
慶
府
か
ら
二
千
五
百
里
の
辺
衛
に
送
る
場
所
は
四
川
成
都
府
と
な

っ
て
い
ま
す
が
︑
︵
成
都
府
は
︶
八
千
余
里
も
離
れ
て
い
ま
す
︒
江
南
常
州
府
の
辺
衛
充
軍
の
人
犯
は
法
律
で
は
二
千
五
百
里
を
送
る
べ
き
で
す
が
︑
道
里

表
に
記
さ
れ
る
東
の
浙
江
温
州
府
所
属
州
県
は
︑
調
べ
る
と
一
千
六
百
余
里
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
︑
常
州
府
の
附
近
人
犯
で
あ
れ
ば
︑
法
律
で
は
二
千

里
を
送
る
べ
き
で
す
が
︑
道
里
表
に
記
さ
れ
る
南
の
福
建
福
州
等
府
は
ほ
と
ん
ど
三
千
里
に
近
く
︑
明
ら
か
に
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
以
外
の
各
省

も
こ
の
よ
う
に
ず
れ
て
い
る
も
の
が
極
め
て
多
く
あ
り
ま
す
︒
五
等
の
充
軍
の
趣
旨
は
︑
も
と
も
と
遠
隔
地
に
送
る
と
い
う
も
の
で
す
︒
も
し
距
離
の
遠

近
に
い
っ
た
ん
違
い
が
生
じ
れ
ば
︑
犯
罪
の
軽
重
に
対
応
し
な
く
な
り
︑
こ
と
は
罪
名
の
区
分
に
関
わ
る
の
に
︑
甚
だ
公
平
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

⁝
︵
中
略
︶
⁝
臣
部
は
各
省
督
撫
に
通
行
し
て
駅
站
沿
い
の
州
県
に
命
じ
︑
駅
站
に
よ
る
距
離
の
調
査
を
待
ち
︑
距
離
の
遠
近
に
不
均
衡
が
あ
れ
ば
︑
た
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だ
ち
に
事
実
に
よ
っ
て
逐
一
報
告
さ
せ
ま
す
︒
そ
し
て
改
訂
す
べ
き
地
方
は
各
隣
省
に
照
会
し
て
調
べ
さ
せ
︑
距
離
を
分
析
し
て
冊
を
作
り
臣
部
に
報
告

さ
せ
ま
す⑦
︒

つ
ま
り
︑
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
は
明
代
の
﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
継
承
し
な
が
ら
実
距
離
を
調
査
し
な
か
っ
た
た
め
︑
実
際
に
は
八
千
里

離
れ
た
地
方
を
二
千
五
百
里
の
辺
衛
充
軍
に
あ
て
た
り
︑
規
定
で
附
近
充
軍
は
二
千
里
と
な
っ
て
い
る
の
に
三
千
里
離
れ
た
地
方
に
送
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
り
と
い
っ
た
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

距
離
の
誤
り
は
劉
統
勲
が
挙
げ
る
事
例
に
局
限
さ
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
乾
隆
八
年
の
表
で
は
︑
臨
安
府
の
附
近
充
軍
の
配
所
と
し
て
四
川

成
都
府
が
︑
辺
遠
充
軍
の
配
所
と
し
て
順
慶
府
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
両
地
域
間
の
距
離
は
﹃
清
史
稿
﹄
に
よ
る
と
︑
六
二
〇
里
に
過
ぎ
な

い⑧
︒
そ
し
て
︑
湖
南
の
常
徳
府
と
郴
州
は
南
北
で
千
里
近
く
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
極
辺
充
軍
の
北
の
配
所
と
し
て
同
じ
く
山
西
朔

平
府
の
右
玉
県
︑
大
同
府
の
陽
高
県
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
解
消
し
た
一
例
が
︑
︻
表
U
︼
か
ら
確
認
で
き
る
順
天
府
の

配
所
候
補
地
の
全
面
的
な
交
替
だ
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
﹁
も
し
距
離
の
遠
近
に
い
っ
た
ん
違
い
が
生
じ
れ
ば
︑
犯
罪
の
軽
重
に
対
応
し
な
く
な
る
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒

こ
れ
以
後
の
道
里
表
全
て
に
同
様
の
表
現
が
見
え
る
︒
つ
ま
り
︑
す
く
な
く
と
も
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
の
修
正
が
提
案
さ
れ
た
乾
隆
二

十
七
年
以
後
に
︑
清
朝
が
実
際
配
流
距
離
と
刑
名
上
の
配
流
距
離
と
の
一
致
を
刑
罰
に
お
け
る
整
合
性
の
前
提
と
し
て
認
識
し
︑
よ
り
綿
密
に

実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
︒
こ
こ
で
︑
道
里
表
自
体
が
里
程
配
流
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
里
程
の
整
合
性
に
対
す
る

問
題
意
識
は
︑
新
し
い
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
そ
れ
ま
で
う
ま
く
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

配
所
指
定
に
お
い
て
こ
う
し
た
里
程
配
流
の
原
則
を
実
現
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
が
以
下
の
条
例
で
あ
り
︑
こ
れ
は
以
後
の
道
里
表
に
も
字
句

の
修
正
は
あ
る
が
︑
ほ
ぼ
同
様
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

清代の「里程配流」（キム）
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法
律
で
附
近
充
軍
は
二
千
里
を
送
り
︑
近
辺
充
軍
は
二
千
五
百
里
を
送
り
︑
辺
遠
充
軍
は
三
千
里
を
送
り
︑
極
辺
充
軍
は
四
千
里
を
送
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
︒
各
等
級
の
軍
犯
は
︑
も
と
も
と
罪
状
の
軽
重
に
よ
っ
て
距
離
の
遠
近
を
定
め
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
旧
表
に
載
せ
ら
れ
た
距
離
は
錯
誤
が
数
百

里
か
ら
千
余
里
に
及
ぶ
︒
い
ま
各
省
か
ら
送
っ
て
き
た
印
冊
に
照
ら
し
て
距
離
を
計
算
し
て
逐
一
改
正
す
る
︒
距
離
に
差
異
が
あ
っ
て
二
千
里
・
三
千
里

の
数
に
符
合
し
な
い
場
合
は
︑
附
近
・
近
辺
充
軍
の
多
寡
は
百
里
を
限
度
と
し
︑
辺
遠
・
極
辺
充
軍
の
多
寡
は
二
百
里
を
限
度
と
す
る⑨
︒

こ
こ
か
ら
は
道
里
表
で
配
所
を
指
定
す
る
に
あ
た
り
︑
二
千
里
流
す
付
近
充
軍
や
二
千
五
百
里
流
す
近
辺
充
軍
は
百
里
︑
三
千
里
流
す
辺
遠

充
軍
や
四
千
里
流
す
極
辺
充
軍
は
二
百
里
ま
で
の
誤
差
を
許
容
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
条
例
は
道
里
表
の
編
纂
過
程
を
窺
わ
せ
る
と
と
も

に
︑
里
程
の
厳
密
さ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
ま
た
︑
こ
の
た
め
︑
旧
表
が
実
際
距
離
に
符
合
す
る
か
否
か
を
各
省
に
検

討
さ
せ
た
後
︑
兵
部
が
も
う
一
度
調
査
し
て
修
正
す
る
過
程
を
経
て
い
た⑩
︒

一
方
︑
五
軍
道
里
表
の
改
訂
過
程
に
お
い
て
漸
次
原
籍
単
位
が
細
分
化
し
た
こ
と
も
︑
里
程
配
流
の
厳
密
な
実
現
を
志
向
し
た
結
果
と
考
え

ら
れ
る
︒
﹃
邦
政
紀
略
﹄
以
前
の
明
代
の
流
刑
で
は
十
三
省
を
単
位
と
し
た
た
め
︑
同
じ
省
の
出
身
者
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
配
所
が
定

め
ら
れ
る
設
計
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
︻
表
W
︼
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
清
代
の
場
合
︑
主
に
府
級
行
政
機
構
を
基
準
と
し
て
雍
正
八
年
﹃
軍

衛
道
里
表
﹄
で
一
七
〇
個
の
原
籍
単
位
が
設
定
さ
れ
て
以
来
︑
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
で
は
新
設
し
た
州
府
十
六
か
所
を
加
え
て
一
八
六

個
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
で
は
原
籍
単
位
の
数
が
二
一
五
個
に
増
加
す
る
︒
こ
れ
は
︑
新
設
し
た
府
州
を
新

し
い
原
籍
単
位
と
し
て
追
加
し
た
結
果
で
は
な
く
︑
旧
表
で
は
隣
接
し
た
府
州
の
配
所
指
定
に
従
う
こ
と
に
し
て
い
た
府
州
に
対
し
て
も
各
々

新
し
く
配
所
を
指
定
し
た
結
果
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
具
体
的
な
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
八
年
の
表
で
は
潁
州
府
と
泗
州
は
一
つ
の
原
籍
単
位
に
設
定

さ
れ
︑
か
つ
鳳
陽
府
の
配
置
に
従
う
︵
﹁
穎
州
府
・
泗
州
以
上
一
府
一
州
軍
犯
編
発
地
方
：
付
近
・
辺
衛
・
辺
遠
・
極
辺
・
烟
瘴
︑
以
上
各
等
州
県
衛
分
︑

俱
与
鳳
陽
府
同
﹂
︶
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
三
十
二
年
の
表
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
配
所
候
補
地
が
指
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
以
外
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に
も
︑
山
東
の
泰
安
府
や
武
定
府
︑
山
西
の
解
州
・
絳
州
な
ど
は
︑
府
級
行
政
単
位
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
道
里
表
上
で
は
一
つ
の
原
籍

単
位
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
三
十
二
年
か
ら
各
々
配
所
候
補
地
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
別
個
の
行
政
単
位
を
独
立
し

た
原
籍
単
位
に
す
る
こ
と
で
︑
よ
り
厳
密
な
里
程
配
流
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
乾
隆
三
十
二
年
の
段
階
で
刑
量
と
距
離
の
符
合
が
重
視
さ
れ
た
原
因
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
︒
そ
の
原
因
を
乾
隆
期

の
配
流
刑
の
実
情
か
ら
探
り
た
い
︒
清
代
の
法
制
で
発
遣
・
充
軍
・
流
刑
・
徒
刑
の
層
位
構
造
に
よ
り
量
刑
の
秩
序
が
実
現
し
て
い
た
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
雍
正
・
乾
隆
年
間
を
経
て
︑
軍
犯
は
全
て
衛
所
で
は
な
く
州
県
に
流
さ
れ
︑
差
役
も
な
く
な
り
︑
流
刑
と
区
分
さ
れ
る
充
軍
の
特

性
が
消
滅
し
た
︵
充
軍
の
﹁
流
刑
化⑪
﹂
︶
︒
そ
の
結
果
︑
配
所
で
の
流
犯
と
軍
犯
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
︒
地
方
官
個
人
の
判
断
に
よ
っ
て
両
者

を
差
等
し
て
待
遇
す
る
場
合
が
あ
る
に
せ
よ
︑
彼
ら
を
区
分
し
て
管
理
す
る
指
針
や
基
準
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
時
期
に
な
る
と
︑
充
軍
と
流
刑
が
別
の
刑
量
と
し
て
機
能
す
る
の
は
配
所
を
定
め
て
流
す
ま
で
の
こ
と
で
︑
配
所
で
の
罪
人

の
生
活
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
最
も
客
観
的
か
つ
現
実
的
な
配
流
刑
内
の
刑
量
区
分
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
が
︑

配
流
距
離
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
充
軍
の
流
刑
化
が
進
ん
で
い
た
乾
隆
年
間
前
半
の
実
情
か
ら
し
て
︑
正
確
な
里
程
配
流
の
実
現
が
刑
罰
の
整
合
性

に
関
わ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
配
流
距
離
を
厳
密
に
し
た
結
果
︑
︻
表
U
︼
の
順
天
府
の
事
例
の
よ
う
に
配

所
候
補
地
が
再
編
成
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
旧
表
で
は
衛
所
も
配
所
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
表
に
は
充
軍
の
配
所
が
州
県
の
み
と
な
っ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
︑
道
里

表
の
名
前
が
﹁
五
軍
道
里
表
﹂
に
︑
五
軍
の
二
番
目
の
等
級
で
あ
る
辺
衛
充
軍
が
近
辺
充
軍
に
変
わ
っ
た
︒
要
す
る
に
︑
乾
隆
三
十
二
年
の
改

訂
は
﹃
邦
政
紀
略
﹄
か
ら
脱
皮
し
て
︑
清
代
の
特
殊
性
が
そ
の
中
に
投
影
さ
れ
た
と
い
え
る
︒

最
後
に
︑
︻
表
W
︼
で
﹁
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
﹂
が
乾
隆
三
十
二
年
の
道
里
表
で
激
減
し
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
加
え

た
い
︒
ま
ず
︑
考
え
ら
れ
る
原
因
の
一
つ
は
配
所
と
な
る
単
位
の
数
自
体
が
減
少
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
乾
隆
年
間
を
経
て
︑
配
流
犯
を
送
れ
な

い
免
遣
地
域
が
増
加
し
た
︒
配
所
と
な
り
う
る
州
県
の
数
が
減
少
す
る
と
︑
﹁
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
﹂
も
減
少
す
る
の
は
自

清代の「里程配流」（キム）
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然
な
帰
結
で
あ
ろ
う
︒
乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
で
指
定
し
た
配
所
の
う
ち
免
遣
地
域
に
な
っ
た
州
県
の
数
は
︑
全
体
の
一
割
以
上
に
あ
た

る
一
〇
一
か
所
で
あ
り
︑
影
響
が
少
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒

し
か
し
︑
そ
れ
以
上
の
要
因
と
し
て
︑
距
離
の
実
測
に
よ
る
配
所
再
編
成
と
い
う
乾
隆
三
十
二
年
の
修
正
に
お
い
て
︑
配
所
候
補
地
を
多
数

指
定
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑
三
十
二
年
の
改
訂
の
主
な
目
的
は
︑
配
流
距
離
と
符
合
す

る
配
所
候
補
地
の
設
定
で
あ
り
︑
候
補
地
の
数
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
後
述
す
る
四
十
四
年
の
改
訂
か
ら
わ
か
る
が
︑
多

数
の
候
補
地
を
指
定
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い

四
十
四
年
の
表
で
も
距
離
と
い
う
配
所
設
定
の
基
準
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
︑

新
し
く
配
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
州
県
も
多
く
な
い
が
︑
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
は
増
加
す
る

の
で
︑
こ
れ
は
三
十
二
年

の
修
正
に
お
い
て
配
所
候
補
地
を
多
数
指
定
す
る
と
い
う
意
識
が
欠
如
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒

﹃
邦
政
紀
略
﹄
を
踏
襲
し
た
こ
と
で
批
判
さ
れ
た
雍
正
八
年
と
乾
隆
八
年
の
道
里
表
は
︑
距
離
が
不
正
確
に
せ
よ
︑
﹁
一
原
籍
単
位
当
た
り

配
所
候
補
地
の
数
﹂
は
多
数
確
保
し
て
い
た
︒
乾
隆
三
十
二
年
の
表
で
最
も
配
所
候
補
地
が
多
い
湖
北
施
南
府
が
全
三
八
ヶ
所
で
あ
っ
た
の
に

対
し
︑
以
前
の
両
版
本
は
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
の
平
均
が
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
︑
﹃
邦
政
紀
略
﹄
で
は
︑
な

る
べ
く
多
い
配
所
候
補
地
を
指
定
し
て
お
く
と
い
う
方
針
が
存
在
し
︑
乾
隆
八
年
ま
で
の
道
里
表
で
は
︑
そ
れ
を
意
識
し
な
い
ま
ま
継
承
し
て

い
た
と
判
断
さ
れ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
三
十
二
年
の
道
里
表
の
修
正
を
行
っ
た
官
僚
た
ち
は
︑
明
代
の
遺
産
か
ら
脱
皮
す
る
過
程
で
︑
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た

一
つ
の
腹
案

で
き
る
限
り
多
数
の
配
所
を
指
定
し
て
罪
人
を
分
散
す
る
こ
と

を
も
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
失
策
で

あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
に
は
長
い
時
間
が
か
か
ら
な
か
っ
た
︒
改
訂
が
終
わ
っ
て
わ
ず
か
八
年
後
︑
ま
た
道
里
表
の
改
訂
が
提
案
さ
れ
た
の
で

あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
改
訂
の
主
眼
は
︑
﹁
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
﹂
を
増
や
す
こ
と
に
あ
っ
た
︒
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第
三
節

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
と
罪
人
分
散

前
節
で
は
乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
の
大
改
訂
の
意
図
が
同
一
刑
量
に
対
す
る
同
一
距
離
の
配
流
︑
即
ち
里
程
配
流
の
よ
り
綿
密
な

実
現
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
の
意
図
は
そ
れ
以
後
の
道
里
表
の
改
訂
に
も
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
乾
隆
四
十
年

に
は
新
た
に
改
訂
が
提
議
さ
れ
︑
そ
こ
に
は
既
存
の
改
訂
に
は
見
ら
れ
な
い
も
う
一
つ
の
意
図
が
確
認
で
き
る
︒

乾
隆
二
十
七
年
に
修
正
を
ご
提
案
し
て
以
来
︵
完
成
し
た
の
は
三
十
二
年
︶
︑
十
余
年
に
な
り
ま
す
が
︑
各
省
の
督
撫
か
ら
府
州
県
の
置
廃
や
治
所
の
移
動

の
た
め
に
原
表
の
地
名
や
里
数
と
符
合
し
な
い
処
が
多
々
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
ま
た
刑
部
の
覆
奏
に
よ
る
と
︑
浙
江
・
広

西
・
山
西
・
湖
北
の
各
省
所
属
の
府
分
で
軍
流
犯
の
数
が
多
過
ぎ
る
場
合
に
は
︑
該
巡
撫
に
命
令
し
て
軍
流
犯
が
少
な
い
府
に
分
散
し
て
安
置
さ
せ
る
と

の
こ
と
で
す
が
︑
こ
れ
も
ま
た
五
軍
道
里
表
の
里
数
に
応
じ
て
地
方
を
定
め
る
べ
き
で
す
︒
も
し
別
に
距
離
の
遠
近
を
詳
し
く
調
べ
て
定
め
な
け
れ
ば
︑

小
さ
な
差
異
で
も
犯
罪
の
軽
重
に
見
合
わ
な
く
な
り
ま
す
︒
定
例
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
編
纂
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
︑
旨
を
請
う
て
重
修
す
べ
き
で
あ

り
ま
す
︒
お
許
し
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
︑
臣
部
が
各
省
督
撫
に
通
行
し
て
詳
し
く
調
査
を
加
え
︑
も
し
地
方
の
違
い
や
道
里
の
多
寡
︑
改
設
し
た
州

県
が
あ
れ
ば
︑
実
情
を
報
告
さ
せ
ま
す
︒
修
正
す
べ
き
地
方
に
は
各
隣
省
お
よ
び
接
壌
し
て
い
る
所
に
移
文
を
送
り
調
べ
さ
せ
︑
里
数
を
分
析
し
て
冊
子

を
作
り
臣
部
に
報
告
さ
せ
ま
す
︒
そ
し
て
︑
均
等
に
分
派
す
る
罪
人
は
︑
表
内
の
里
程
の
遠
近
に
よ
っ
て
そ
の
地
方
を
定
め
詳
細
に
報
告
さ
せ
ま
す ⑫

︒

傍
線
部
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
特
定
の
配
所
に
罪
人
が
過
度
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
へ
の
認
識
で
あ
る
︒
こ
れ
は
以
前
の
改
訂
か
ら
は
確
認
で

き
な
い
新
し
い
課
題
で
あ
る
︒

こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
︑
乾
隆
年
間
前
半
の
状
況
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
乾
隆
八
年
に
軍
犯
と
流
犯
の
全
て
を
道
里
表
に
依
拠
し

て
送
る
こ
と
に
し
た
後
︑
地
方
で
は
軍
流
犯
の
管
理
問
題
が
浮
上
し
た⑬
︒
清
代
以
前
に
は
辺
境
地
域
や
軍
隊
に
︑
清
初
に
は
東
北
地
方
に
罪
人

清代の「里程配流」（キム）
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が
送
ら
れ
た
た
め
︑
内
地
の
州
県
官
が
配
流
犯
を
管
理
す
る
こ
と
は
未
曾
有
の
事
態
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
配
流
刑
が
刑
罰
全
体
の
う
ち
大
き
な

比
重
を
占
め
て
お
り
︑
贖
罪
も
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
実
情
も
あ
っ
て⑭
︑
内
地
の
軍
流
犯
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
︒
ゆ
え
に
清
朝
は
軍

流
犯
の
管
理
の
た
め
様
々
な
方
法
を
試
し
た
︒
軍
流
犯
の
再
犯
を
防
ぐ
た
め
彼
が
配
所
で
の
生
活
に
適
応
す
る
ま
で
糧
食
を
支
給
す
る
こ
と
や

再
犯
時
の
処
罰
を
強
化
す
る
こ
と
︑
赦
免
を
通
じ
て
配
所
で
の
軍
流
犯
の
数
を
減
ら
す
こ
と
︑
軍
流
犯
の
問
題
が
大
き
な
事
件
に
拡
大
し
う
る

地
域
を
免
遣
地
域
と
し
て
指
定
し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る⑮
︒

こ
れ
に
加
え
て
︑
一
地
域
で
管
理
す
る
配
流
犯
の
増
加
に
よ
っ
て
問
題
が
起
き
て
い
る
と
い
う
地
方
官
の
報
告
が
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る⑯
︒

主
な
問
題
は
民
か
ら
財
物
を
奪
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
雍
正
九
年
︵
一
七
三
一
︶
の
西
安
按
察
使
楊
馝
の
上
奏
に
よ
る
と
︑
配
流
犯

が
逃
げ
る
と
管
理
を
担
当
す
る
里
甲
が
問
責
さ
れ
る
の
で
︑
里
甲
は
罪
人
た
ち
の
言
う
こ
と
を
聞
か
ざ
る
を
得
ず
︑
彼
ら
の
要
求
の
ま
ま
に
物

を
集
め
て
与
え
る
し
か
な
く
な
っ
て
い
た⑰
︒

し
か
し
︑
乾
隆
三
十
二
年
の
道
里
表
は
︑
一
原
籍
単
位
当
た
り
の
配
所
候
補
地
の
数
を
減
少
さ
せ
た
︒
こ
れ
は
同
一
原
籍
出
身
の
罪
人
が
一

地
域
に
集
中
す
る
可
能
性
が
よ
り
高
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
ゆ
え
に
︑
今
回
の
改
訂
で
は
各
原
籍
地
別
に
配
流
距
離
に
符
合
す
る
﹁
多
数

の
候
補
地
﹂
を
確
保
す
る
こ
と
で
︑
配
流
犯
の
過
剰
収
容
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
図
は
奏
文
の
な
か
で
強
調
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
結
果
と
し
て
は
大
き
な
変
化
を
導
い
た
︒
既
述
し
た
よ
う
に
︑
三
十
二
年
の
配
所
指
定
は
ほ
ぼ
四
十
四
年
の
表
に

継
承
さ
れ
た
が
︑
そ
の
上
に
候
補
地
が
大
幅
に
追
加
さ
れ
て
い
た
︵︻
表
W
︼
で
の
﹁
一
原
籍
単
位
当
た
り
配
所
候
補
地
の
数
﹂
が
三
〇
か
ら
四
七
に
増
加
︶
︒

清
朝
が
な
る
べ
く
多
く
の
配
所
候
補
地
の
確
保
を
目
指
し
た
の
は
︑
道
里
表
の
改
定
要
素
を
示
す
凡
例
の
条
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

一
︑
旧
表
内
の
各
府
州
県
で
は
四
方
に
軍
犯
を
送
っ
て
い
る
が
︑
た
だ
一
か
所
に
送
っ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
路
を
分
け
て
あ
ま
ね
く
送
っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
︒
い
ま
︵
各
省
が
州
県
間
の
距
離
を
調
査
し
て
送
っ
て
き
た
︶
冊
に
よ
っ
て
路
を
分
け
る
地
方
を
詳
し
く
検
討
し
た
︒
四
方
で
距
離
が
符
合
す

る
州
県
は
地
図
を
参
考
に
し
て
全
て
道
里
表
に
加
え
入
れ
る
こ
と
で
︑
送
る
罪
人
を
均
等
に
安
置
し
︑
罪
人
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
防
ぐ
こ
と
が
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期
待
さ
れ
る
︒

一
︑
旧
表
内
の
各
府
州
県
で
は
四
方
に
軍
犯
を
送
っ
て
い
る
が
︑
辺
境
や
海
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
配
流
を
停
止
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
い
ま

冊
に
よ
っ
て
各
府
州
県
の
距
離
が
現
実
に
即
し
て
い
る
か
を
詳
し
く
検
討
し
︑
辺
境
や
海
に
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
も
と
ど
お
り
道
里
表
内
に
表
示
す
る

が
︑
も
し
な
お
も
配
流
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
︑
距
離
を
計
算
し
て
地
方
を
確
定
し
︑
一
律
に
改
正
し
て
罪
人
を
送
る⑱
︒

前
者
の
条
項
は
配
流
里
程
内
で
里
程
に
符
合
す
る
地
域
を
詳
細
に
検
討
し
て
配
所
候
補
地
と
し
て
追
加
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
﹁
地
図

を
参
考
に
し
て
全
て
道
里
表
に
加
え
入
れ
る
こ
と
で
︑
送
る
罪
人
を
均
等
に
安
置
し
︑
罪
人
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
防
ぐ
﹂
と
あ
る
こ

と
か
ら
︑
条
文
の
目
的
が
よ
り
多
く
の
配
所
候
補
地
の
確
保
に
よ
る
罪
人
の
分
散
に
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
︒
後
者
は
辺
境
や
海
に
面
し

て
い
る
こ
と
で
罪
人
が
送
れ
な
い
と
判
断
し
た
場
所
で
も
︑
里
程
を
厳
密
に
計
っ
て
配
流
可
能
で
あ
れ
ば
︑
道
里
表
に
追
加
し
た
と
記
し
て
い

る
︒
要
す
る
に
︑
両
者
と
も
改
正
上
の
主
眼
が
よ
り
多
く
の
配
所
候
補
地
の
確
保
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
当
該
指
針
で
得
ら
れ
る
改
訂
と
は
︑
一
つ
の
原
籍
単
位
か
ら
の
罪
人
の
分
散
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
全
国
的
な
分
散
に
は
至
ら
な

い
︒
そ
し
て
全
国
で
配
所
と
し
て
機
能
す
る
州
県
が
増
加
し
な
け
れ
ば
︑
一
つ
の
原
籍
単
位
に
対
し
て
配
所
候
補
地
を
増
や
し
て
も
︑
結
局
罪

人
の
過
剰
収
容
を
免
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
配
所
候
補
地
の
絶
対
的
な
数
を
増
や
す
の
は
︑
免
遣
地
域
の
存
在
の
た
め
容
易
で
は
な
か
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
罪
人
の
分
散
を
目
指
す
と
し
て
も
︑
配
所
の
増
加
を
通
じ
て
の
罪
人
の
分
散
は
す
で
に
限
界
に
直
面
し
︑
清
朝
は
一
原
籍
単
位
当

た
り
の
配
所
候
補
地
を
多
数
確
保
す
る
こ
と
に
止
ま
る
し
か
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
設
け
ら
れ
た
の
が
以
下
の
条
例
で
あ
る
︒

各
省
に
安
置
す
る
軍
犯
に
つ
い
て
刑
部
が
上
奏
し
︑
各
府
州
の
罪
人
が
過
多
で
あ
れ
ば
︑
軍
犯
が
少
な
い
府
州
に
分
け
て
安
置
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
︒

ま
た
︑
我
が
兵
部
は
︑
集
中
し
て
い
る
軍
犯
を
あ
ま
ね
く
分
け
て
送
る
に
あ
た
り
︑
道
里
表
に
記
載
さ
れ
た
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
︑
分
け
て
送
る
配
所

を
定
め
て
各
省
か
ら
報
告
す
べ
き
で
あ
る
と
上
奏
し
た
︒
順
天
・
奉
天
・
直
隷
の
よ
う
に
条
例
で
軍
犯
を
安
置
し
な
い
場
合
の
ほ
か
︑
福
建
を
調
べ
て
み

る
と
︑
巡
撫
は
﹁
現
在
各
府
州
に
安
置
し
た
軍
犯
が
多
く
な
い
た
め
︑
均
等
に
す
る
地
方
を
定
め
て
お
く
必
要
は
な
い
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
し
て
︑
江
西
・
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山
東
の
二
省
の
巡
撫
は
︑﹁
各
府
州
の
罪
人
を
道
里
表
に
載
せ
て
い
る
地
方
に
安
置
し
て
い
る
が
︑
多
寡
が
均
一
で
あ
る
た
め
︑
均
等
に
す
る
地
方
を
定
め
て

お
く
必
要
は
な
い
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
の
他
各
省
が
調
整
し
て
送
る
べ
き
府
州
の
罪
人
は
︑
隣
接
地
方
の
罪
人
の
多
寡
を
考
慮
し
て
均
等
に
流
す
こ
と
に
す
る⑲
︒

こ
の
条
例
は
︑
軍
犯
が
過
剰
収
容
さ
れ
て
い
る
省
内
の
一
部
地
域
に
限
っ
て
︑
該
省
の
巡
撫
が
省
内
の
他
の
地
域
に
罪
人
を
送
り
分
散
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
︒
そ
の
た
め
に
配
流
犯
が
集
中
し
て
い
る
場
所
と
︑
そ
の
地
域
か
ら
罪
人
を
調
整
し
て
送
る
候
補
地
を
各
省
か
ら
報
告
さ

せ
︑
一
種
の
配
所
調
整
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
分
散
す
る
必
要
が
な
い
と
答
え
た
福
建
・
江
西
・
山
東
の
配
所
指
定
の
推

移
を
探
っ
て
み
る
と
︑
他
省
に
比
べ
て
罪
人
が
少
な
く
送
ら
れ
る
か
︑
改
訂
に
際
し
て
著
し
い
変
化
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
当
該
三

省
は
道
里
表
通
り
に
配
流
す
る
こ
と
で
︑
罪
人
の
集
中
が
問
題
に
ま
で
な
ら
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
安
�
・
四
川
・
広
東
・
広
西
の
四
省
で
あ
る
︒
上
記
の
三
省
を
除
い
た
他
省
の
場
合
も
︑
あ
る
程
度
配
所
の
調
整

が
許
さ
れ
た
が
︑
こ
の
四
省
の
配
所
調
整
リ
ス
ト
で
は
︑
配
流
犯
の
調
整
が
必
要
な
地
域
と
し
て
一
部
地
域
で
は
な
く
ほ
ぼ
省
の
全
域
が
羅
列

さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
調
整
の
権
利
は
督
撫
が
持
っ
て
い
た
︒
安
�
の
例
を
み
る
と
︑
当
時
軍
犯
の
配
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
府

級
機
構
は
︑
安
慶
府
・
�
州
府
・
寧
国
府
・
池
州
府
・
太
平
府
・
廬
州
府
・
鳳
陽
府
・
潁
州
府
・
六
安
州
・
滁
州
・
泗
州
・
和
州
の
八
府
四
州

で
あ
り
︑
広
徳
州
を
除
い
た
全
て
の
府
級
機
構
が
軍
犯
の
配
所
と
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
上
記
条
例
に
添
付
さ
れ
て
い
る
配
所
調
整
リ
ス

ト
は
︑
こ
れ
ら
八
府
四
州
全
部
に
対
し
て
各
々
調
整
先
と
な
る
府
州
を
記
載
し
て
い
る⑳
︒
す
な
わ
ち
︑
一
府
州
で
の
軍
犯
の
過
剰
収
容
を
省
段

階
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
条
例
の
実
行
を
示
す
の
が
︑
前
述
し
た
巴
県
の
軍
犯
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
︒
第
三
章
で
言
及
し
た
乾
隆
五
十
年
の
名
簿
の
中
で
は
︑
道

里
表
に
よ
れ
ば
巴
県
に
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
実
際
に
は
巴
県
に
送
ら
れ
た
罪
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
︒
例
え
ば
︑
乾
隆
四
十
九
年

に
巴
県
に
流
さ
れ
た
鄒
添
喜
と
い
う
軍
犯
は
江
西
南
昌
府
靖
安
県
出
身
で
あ
っ
た
︒
元
々
南
昌
府
は
︑
巴
県
で
は
な
く
四
川
の
夔
州
府
や
忠
州

等
地
を
軍
犯
の
配
所
と
し
て
い
た
が
︑
忠
州
に
送
ら
れ
る
罪
人
は
配
所
調
整
の
条
例
に
よ
り
︑
代
わ
り
に
重
慶
府
へ
送
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
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の
よ
う
な
場
合
︑
道
里
表
の
本
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
配
所
で
も
地
方
の
事
情
に
応
じ
て
罪
人
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

つ
ま
り
︑
乾
隆
四
十
四
年
の
道
里
表
で
は
︑
罪
人
の
分
散
と
い
う
目
的
の
下
︑
罪
人
を
送
る
側
と
収
容
す
る
側
︑
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
措
置
が
施

さ
れ
て
い
た
︒
ま
ず
︑
送
る
側
か
ら
は
一
つ
の
原
籍
単
位
当
た
り
の
配
所
候
補
地
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
︑
同
郷
の
罪
人
が
特
定
地
域
に
集
中

す
る
可
能
性
を
制
限
し
た
︒
一
方
︑
収
容
す
る
側
に
は
条
例
を
設
け
て
︑
里
程
と
符
合
す
る
範
囲
の
な
か
で
配
所
に
お
け
る
罪
人
の
多
寡
を
調

整
す
る
こ
と
を
許
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
措
置
は
︑
配
所
の
再
指
定
の
過
程
で
一
原
籍
単
位
当
た
り
の
配
所
候
補
地
の
数
を
激
減
さ
せ
て
し
ま
っ
た
乾
隆
三
十
二
年
の
道

里
表
に
比
べ
る
と
︑
里
程
配
流
の
性
質
は
多
少
柔
軟
に
な
っ
た
と
い
え
る
が㉑
︑
そ
の
背
景
に
は
実
際
に
配
流
刑
を
執
行
す
る

送
る
側
も
受

け
る
側
の
双
方

地
方
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

乾
隆
四
十
四
年
の
道
里
表
は
嘉
慶
十
四
年
に
小
幅
の
修
正
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
︑
そ
れ
以
後
の
改
訂
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
四
十
四
年
の

表
が
軍
犯
配
置
の
ツ
ー
ル
と
し
て
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
た
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
該
表
は
︑
道
里
表
に
よ
る
里
程
配
流
が
発
生
さ

せ
う
る
問
題

特
定
地
域
で
の
罪
人
の
過
剰
収
容

を
表
内
で
解
消
す
る
た
め
の
処
置
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

①

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
劉
統
勲
等
﹁
為
請
修
軍
衛
道
里
表
事
﹂
︑
乾

隆
二
十
七
年
︑
﹁
窃
臣
部
軍
衛
道
里
表
十
八
卷
︑
為
定
地
編
発
軍
犯
之
書
︒
凡
応

発
附
近
・
辺
衛
・
辺
遠
曁
極
辺
・
烟
瘴
等
犯
︑
俱
按
各
直
省
道
里
之
遠
近
︑
開
載

四
至
︑
分
別
五
軍
︑
俾
可
按
籍
而
稽
︒
先
於
乾
隆
八
年
曽
経
奏
明
修
輯
︑
但
祗
沿

明
代
邦
政
紀
略
編
纂
成
書
︑
其
中
尚
有
地
名
互
異
︑
及
里
数
不
符
之
処
︑
自
宜
重

加
釐
訂
︑
以
垂
永
久
﹂
︒

②

雍
正
﹃
大
清
会
典
﹄
巻
一
四
七
︿
軍
衛
道
里
表
上
﹀
︑
﹁
編
発
則
例
︑
事
隷
武
庫
︑

其
定
衛
発
遣
道
里
遠
近
︑
向
沿
明
代
邦
政
紀
略
一
書
︑
計
里
充
発
︒
今
衛
所
有
帰

併
︑
州
県
有
改
更
︒
謹
按
︑
直
省
各
府
︑
分
附
近
・
辺
衛
・
辺
遠
・
極
辺
・
烟
瘴
︑

詳
核
道
里
遠
近
︑
列
著
為
表
︑
至
府
分
有
例
不
充
発
︑
止
以
枷
責
完
結
者
︑
仍
因

其
習
﹂
︒

③

万
斯
同
撰
﹃
明
史
﹄
卷
一
三
六
︒

④

編
纂
者
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
雍
正
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
を
除
き
︑
以
後
の

四
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
大
学
士
総
理
兵
部
事
務
で
あ
っ
た
鄂
爾
泰
と
尹
継
善
︑
兵

部
尚
書
で
あ
っ
た
福
隆
安
と
明
亮
の
主
導
で
編
纂
さ
れ
た
︒

⑤

呉
艶
紅
前
掲
︿
第
一
章
﹀
註
⑤
書
︑
一
一
三
～
一
一
四
頁
︒

⑥

乾
隆
八
年
﹃
軍
衛
道
里
表
﹄
鄂
爾
泰
等
﹁
為
進
呈
軍
衛
道
里
表
事
﹂
︑
乾
隆
八

年
︑
﹁
先
経
臣
部
奏
称
︑
査
軍
衛
道
里
表
︑
係
沿
明
代
邦
政
紀
略
一
書
編
載
︑
現

今
各
省
添
設
府
分
直
隷
州
︑
未
経
開
載
者
甚
多
﹂
︒

⑦

前
掲
註
①
史
料
﹁
至
各
直
省
所
定
道
里
︑
向
縁
因
故
籍
︑
未
及
確
加
核
勘
︑
屢

経
臣
部
行
査
︑
及
各
督
撫
咨
報
︑
如
広
東
肇
慶
府
応
発
二
千
五
百
里
辺
衛
︑
至
四

川
成
都
府
︑
遠
有
八
千
余
里
︒
又
江
南
常
州
府
辺
衛
人
犯
︑
例
応
発
二
千
五
百
里
︑
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而
表
内
所
開
東
至
浙
江
温
州
府
属
︑
査
止
一
千
六
百
余
里
︑
其
常
州
府
附
近
人
犯
︑

例
応
発
二
千
里
︑
而
表
内
所
開
南
至
閩
省
福
州
等
府
︑
幾
及
三
千
里
︑
顕
然
倒
置
︒

其
余
各
省
如
此
舛
錯
者
甚
多
︒
夫
五
等
編
軍
︑
原
即
移
郊
移
遂
之
遺
意
︒
若
道
里

之
遠
近
一
差
︑
即
与
犯
罪
之
重
軽
不
協
︑
事
関
区
別
罪
名
︑
尤
無
以
昭
平
︒
⁝

︵
中
略
︶
⁝
臣
部
通
行
各
該
督
撫
︑
令
転
飭
沿
途
州
県
︑
俟
站
詳
査
︑
如
有
多
寡

不
均
処
所
︑
即
行
拠
実
開
報
︑
並
将
応
改
定
地
方
︑
移
査
各
隣
省
︑
分
晰
里
数
︑

造
冊
報
部
﹂
︒

⑧

﹃
清
史
稿
﹄
巻
六
九
︿
地
理
十
六
﹀
﹁
順
慶
府
︒
順
治
初
︑
因
明
制
︑
領
州
二

県
八
︒
嘉
慶
十
九
年
︑
改
大
竹
・
渠
属
綏
定
府
︒
西
南
距
省
治
六
百
二
十
里
﹂
︒

⑨

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑
例
載
附
近
充
軍
者
︑
発
二
千

里
︑
辺
衛
充
軍
者
︑
発
二
千
五
百
里
︑
辺
遠
充
軍
者
︑
発
三
千
里
︑
極
辺
充
軍
者
︑

発
四
千
里
︒
是
各
等
軍
犯
︑
原
以
情
罪
之
軽
重
︑
定
道
里
之
遠
近
︒
旧
表
所
載
道

里
︑
舛
錯
数
百
里
及
千
余
里
不
等
︑
今
悉
照
各
省
送
到
印
冊
︑
核
算
道
里
︑
逐
一

更
正
︒
至
道
里
参
差
不
能
適
符
二
千
・
三
千
之
数
者
︑
附
近
・
辺
衛
多
寡
︑
以
百

里
為
律
︑
辺
遠
・
極
辺
多
寡
︑
以
二
百
里
為
律
﹂
︒

⑩

乾
隆
三
十
二
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
尹
継
善
等
﹁
為
纂
輯
軍
衛
道
里
表
告
竣
事
﹂
︑

乾
隆
三
十
二
年
︑
﹁
行
文
各
省
去
後
︑
嗣
拠
各
該
督
撫
府
尹
陸
続
造
冊
報
部
︒
臣

等
督
率
満
漢
司
員
︑
逐
省
詳
細
検
査
︑
内
有
道
里
遠
近
多
寡
不
符
︑
及
改
設
府
州

県
治
応
行
増
改
之
処
︑
俱
按
照
冊
造
悉
心
編
纂
﹂
︒

⑪

拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
④
論
文
︒

⑫

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
福
隆
安
等
﹁
為
請
修
五
軍
道
里
表
事
﹂
︑
乾

隆
四
十
年
︑
﹁
自
乾
隆
二
十
七
年
奏
明
修
輯
後
︑
至
今
十
有
余
年
︑
各
省
督
撫
陸

続
奏
准
︑
将
府
州
県
裁
改
添
設
移
駐
︑
与
原
表
地
名
互
異
︑
及
里
数
不
符
之
処
甚

多
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
又
拠
刑
部
議
覆
︑
浙
江
・
広
西
・
山
西
・
湖
北
各
省
所
属
府

分
︑
有
軍
流
人
犯
過
多
者
︑
准
令
各
該
撫
匀
撥
軍
流
数
少
之
府
属
安
挿
︑
亦
応
按

照
五
軍
道
里
表
里
数
︑
酌
定
地
方
︒
若
不
另
為
詳
悉
酌
定
道
里
之
遠
近
︑
少
差
即

与
犯
罪
之
軽
重
不
協
︒
事
関
定
例
︑
応
行
纂
輯
︑
相
応
請
旨
︑
重
加
修
輯
︒
如
蒙

兪
允
︑
臣
部
通
行
各
省
督
撫
︑
詳
加
査
核
︑
如
有
地
方
互
異
道
里
多
寡
︑
及
改
設

府
州
県
之
処
︑
即
行
拠
実
開
報
︒
其
応
改
地
方
︑
移
査
各
隣
省
幷
接
壌
処
所
︑
分

晰
里
数
︑
造
冊
報
部
︒
幷
将
均
匀
派
撥
人
犯
︑
按
照
表
内
道
里
遠
近
︑
酌
定
分
派

地
方
︑
詳
悉
報
部
﹂
︒

⑬

拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
④
論
文
︒

⑭

明
代
と
は
異
な
り
︑
清
朝
は
徒
刑
以
上
の
罪
に
関
し
て
︑
条
例
に
規
定
さ
れ
て

い
る
場
合
に
限
っ
て
贖
罪
を
許
す
方
針
を
保
持
し
た
︒
明
代
に
は
充
軍
と
実
犯
死

罪
を
除
く
殆
ど
の
場
合
に
贖
罪
が
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
︑
清
代
に
は
犯
罪
状
況

に
よ
っ
て
贖
罪
の
可
否
を
例
に
明
示
し
て
贖
罪
自
体
を
厳
重
に
行
う
一
方
で
︑
充

軍
も
贖
罪
の
範
囲
に
入
れ
た
︵
拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
④
論
文
︶
︒

⑮

拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
⑦
論
文
︒

⑯

拙
稿
前
掲
︿
は
じ
め
に
﹀
註
⑦
論
文
︒

⑰

楊
馝
﹁
為
敬
陳
一
得
之
患
仰
祈
睿
監
事
﹂
︵
﹃
宮
中
檔
雍
正
朝
奏
摺
﹄
︵
国
立
故

宮
博
物
院
︑
一
九
七
八
年
︶
︶
︑
雍
正
九
年
︑
﹁
到
配
之
後
︑
該
里
甲
出
具
収
管
︑

不
得
不
給
以
飮
食
︑
援
以
房
屋
︑
而
其
中
姦
悪
之
輩
︑
輒
向
里
民
橫
行
勒
索
︑
甚

至
於
集
鎮
交
易
処
所
︑
恃
強
取
討
︑
里
民
恐
其
脱
逃
受
責
︑
不
敢
与
争
︑
只
得
隠

忍
湊
給
︑
久
之
習
慣
成
俗
︑
流
民
竟
視
為
分
所
応
得
︑
毫
無
顧
忌
︑
更
不
別
謀
資

生
︑
是
以
有
罪
流
民
養
成
遊
惰
︑
反
令
無
辜
赤
子
受
累
無
窮
﹂
︒

⑱

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑
旧
表
内
各
府
州
県
編
発
軍
犯

四
至
地
方
︑
有
専
指
一
処
編
発
者
︑
有
分
路
於
各
処
匀
発
者
︑
今
拠
冊
詳
加
参
酌

其
分
路
地
方
︑
凡
有
四
至
道
里
相
符
之
州
県
︑
参
考
輿
図
︑
悉
於
表
内
核
算
増
入
︑

庶
使
応
発
人
犯
︑
可
以
均
匀
安
置
︑
不
致
積
聚
滋
事
﹂
︑
﹁
一
︑
旧
表
内
各
府
州
県

編
発
軍
犯
四
至
地
方
︑
有
註
明
抵
辺
抵
海
︑
停
其
編
発
者
︒
今
拠
冊
︑
於
各
府
州

県
道
里
︑
詳
加
較
核
其
実
︑
已
抵
辺
抵
海
者
︑
仍
於
表
内
註
明
︑
如
尚
有
可
発
之

処
︑
俱
按
計
里
数
︑
核
定
地
方
︑
一
律
改
正
編
発
﹂
︒

⑲

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
一
︑
各
省
安
置
軍
犯
︑
経
刑
部
奏

准
︑
各
府
州
人
犯
過
多
︑
准
令
匀
撥
数
少
之
府
州
安
挿
︑
又
経
臣
部
奏
明
︑
各
省
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匀
撥
軍
犯
︑
仍
応
按
照
表
内
道
里
遠
近
︑
酌
定
派
撥
地
方
報
部
︒
除
順
天
・
奉

天
・
直
隷
例
不
安
挿
軍
犯
外
︑
査
福
建
省
拠
該
撫
奏
明
︑
現
在
各
府
州
安
置
人
犯
︑

均
属
無
多
︑
毋
庸
酌
定
匀
撥
地
方
︑
又
江
西
・
山
東
二
省
︑
亦
拠
該
撫
咨
明
︑
各

府
州
人
犯
向
照
表
載
地
方
安
置
︑
幷
無
多
寡
不
均
︑
無
庸
酌
定
匀
撥
地
方
︑
至
其

余
各
省
応
行
匀
撥
之
各
府
州
︑
俱
按
照
各
該
省
指
定
附
近
地
方
多
寡
匀
撥
﹂
︒

⑳

乾
隆
四
十
四
年
﹃
五
軍
道
里
表
﹄
︿
凡
例
﹀
﹁
安
�
省
︑
安
慶
府
属
軍
犯
於
池
州

府
・
廬
州
府
・
�
州
府
・
六
安
州
匀
撥
︑
�
州
府
属
軍
犯
於
安
慶
府
・
寧
国
府
・

池
州
府
匀
撥
︑
寧
国
府
属
軍
犯
於
�
州
府
・
池
州
府
・
太
平
府
匀
撥
︑
池
州
府
属

軍
犯
於
安
慶
府
・
�
州
府
・
寧
国
府
匀
撥
︑
太
平
府
属
軍
犯
於
寧
国
府
・
和
州
匀

撥
︑
廬
州
府
属
軍
犯
於
安
慶
府
・
鳳
陽
府
・
六
安
州
・
和
州
匀
撥
︑
鳳
陽
府
属
軍

犯
於
廬
州
府
・
潁
州
府
・
滁
州
・
泗
州
匀
撥
︑
潁
州
府
属
軍
犯
於
鳳
陽
府
・
六
安

州
匀
撥
︑
六
安
州
属
軍
犯
於
安
慶
府
・
廬
州
府
・
潁
州
府
匀
撥
︑
滁
州
属
軍
犯
於

鳳
陽
府
・
和
州
・
泗
州
匀
撥
︑
泗
州
属
軍
犯
於
鳳
陽
府
・
滁
州
匀
撥
︑
和
州
属
軍

犯
於
太
平
府
・
廬
州
府
・
滁
州
匀
撥
﹂
︒

㉑

た
と
え
ば
︑
江
西
贛
州
府
属
の
附
近
軍
犯
の
配
所
と
し
て
は
︑
安
�
鳳
陽
府
の

定
遠
県
と
鳳
陽
県
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
上
記
の
条
項
に
よ
っ
て
鳳
陽
府

を
配
所
と
す
る
軍
犯
は
潁
州
府
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
︒
す
る
と
︑
贛
州
府
の
附

近
軍
犯
が
潁
州
府
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
潁
州
府
属
の
亳
州
は
贛
州
府

の
近
辺
軍
犯
の
配
所
で
あ
る
た
め
︑
異
な
る
等
級
の
充
軍
を
犯
し
た
者
が
同
一
の

配
所
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
道
里
表
が
具
現
し
て
い
る
清
代
の
﹁
里
程
配
流
﹂
の
構
想
と
現
実
を
考
察
し
て
き
た
︒
も
と
も
と
配
流
刑
と
は
︑
王
朝
の
支
配
が
及

ぶ
範
囲
の
辺
境
地
域
へ
罪
人
を
流
す
こ
と
で
あ
り
︑
唐
代
か
ら
元
代
に
至
る
辺
境
配
流
や
明
代
流
刑
の
設
計
は
こ
の
よ
う
な
配
流
刑
の
伝
統
を

よ
く
表
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
清
代
の
里
程
配
流
は
︑
辺
境
配
流
の
伝
統
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
︒
府
を
原
籍
単
位
と
し
︑
配
流
距

離
に
よ
り
罪
人
が
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
里
程
が
符
合
す
れ
ば
一
部
例
外
を
除
き
内
地
の
ど
こ
に
で
も
流
さ
れ
た
︒
そ
し
て
配
流
犯
が
官
で

は
な
く
保
甲
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
︑
清
代
の
配
流
刑
は
そ
れ
こ
そ
全
国
を
配
所
と
し
︑
全
人
民
が
管
理
す
る
刑
罰
で
あ
っ

た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
︒

清
朝
は
道
里
表
に
お
い
て
︑
乾
隆
初
期
ま
で
は
明
末
に
試
み
ら
れ
た
配
流
規
定
︵
﹃
邦
政
紀
略
﹄
︶
に
合
わ
せ
た
最
小
限
の
改
訂
に
止
ま
っ
て

い
た
︒
し
か
し
︑
軍
犯
を
衛
所
で
は
な
く
州
県
に
送
る
改
革
に
と
も
な
い
配
流
距
離
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
明
代
以
来
の
配
所
規
定
が

実
距
離
と
符
合
し
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
︒
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
よ
り
綿
密
に
距
離
を
測
定
す
る
方
向
で
乾
隆
三
十
二
年
に

﹃
五
軍
道
里
表
﹄
が
改
訂
さ
れ
︑
そ
れ
以
後
里
程
の
実
測
は
道
里
表
を
改
訂
す
る
際
の
主
要
指
針
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
修
正
の
な
か

清代の「里程配流」（キム）
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で
一
原
籍
単
位
当
た
り
の
配
所
候
補
地
の
数
が
減
り
︑
罪
人
が
一
部
州
県
で
過
剰
収
容
さ
れ
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
︒
乾
隆
四
十
四
年

﹃
五
軍
道
里
表
﹄
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
︑
で
き
る
限
り
配
所
候
補
地
の
数
を
増
や
し
︑
地
方
の
臨
機
応
変
を
可
能
に

す
る
改
訂
の
所
産
で
あ
っ
た
︒

最
後
に
︑
こ
の
よ
う
な
道
里
表
の
改
訂
の
裏
面
に
存
在
し
て
い
た
道
里
表
の
役
割
の
一
つ
が
配
流
犯
の
分
散
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
︒

上
古
時
代
に
死
刑
よ
り
一
等
下
位
の
重
刑
と
し
て
機
能
し
た
肉
刑
が
︑
漢
代
に
入
り
肉
体
毀
損
を
伴
わ
な
い
労
役
刑
に
代
替
さ
れ
︑
宋
代
貨
幣

経
済
の
流
れ
に
合
わ
せ
て
労
役
の
な
い
配
流
刑
に
変
化
し
た
と
い
う
滋
賀
秀
三
の
指
摘①
は
今
な
お
有
効
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
明
代
で
も
相
変
わ

ら
ず
刑
罰
制
度
全
般
に
わ
た
っ
て
労
役
刑
が
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
労
役
刑
と
配
流
刑
の
性
格
を
兼

備
し
た
充
軍
が
主
な
刑
罰
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
清
代
に
な
る
と
︑
徒
刑
は
一
省
内
の
有
期
配
流
刑
に
変
質
し
︑
充

軍
は
﹁
軍
役
に
充
て
る
﹂
と
い
う
労
役
の
要
素
が
脱
落
し
て
事
実
上
の
配
流
刑
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
す
な
わ
ち
︑
刑
罰
制
度
の
側
面
か
ら
み
る

と
︑
清
代
は
﹁
配
流
刑
の
時
代
﹂
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
︒
そ
し
て
︑
明
代
と
は
異
な
り
︑
配
流
刑
に
処
さ
れ
た
罪
人
が
贖
さ
れ
ず
に
実

際
に
流
さ
れ
て
︑
配
流
犯
の
数
自
体
が
増
加
し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
配
流
刑
本
位
の
刑
罰
制
度
に
よ
り
発
生
し
た
多
種
多

数
の
配
流
犯
を
一
部
の
辺
境
地
帯
に
限
定
し
て
配
置
・
管
理
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
実
の
下
︑
道
里
表
は
︑

里
程
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Distance-based Exile in the Qing Dynasty:

The Revision of the Chart for the Five Military Exiles 五軍道里表

by

KIM Hanbark

This study aims at clarifying the characteristics of distance-based exile in

Qing times through an examination of the charts for exile (道里表 daolibiao)

and argues that the charts for exile not only functioned as tools to determine

that criminals who had committed the same crime be given the same

punishment and sent to a place of exile of the same distance, but also to

disperse criminals throughout the country.

Exile punishments of the Qing dynasty, which chiefly consisted of basic

exile (流刑 liuxing), military exile (充軍 chongjun), and deportation (發遣

faqian), were the harshest punishments, second only to the death penalty.

Among them, basic exile and military exile were punishments that sent

criminals to locations inside China proper, and the places of exile were

designated by the distance of exile from their official households. I have

named this exile system ʻdistance-based exile.ʼ Distance-based exile had been

instituted before the 6th century, but actual exile did not correspond to the

prescribed distance. However, in the Qing era, distance-based exile was used

as real criteria for designating the place of exile, so it serves as one of the

characteristics of exile in the Qing era. The Qing government made a Chart

for the Five Military Exiles 五軍道里表 and a Chart for the Three Exiles 三流

道里表 for distance-based exile and the dispersion of criminals. It can be

confirmed from the case of the Ba county archive 巴県档案 that the charts

for exile were actually employed.

In the latter part of this study, through statistical analysis of five versions

of the Chart for the Five Military Exiles, I clarify not only that there were

small revisions to it according to changes of the administrative districts, but

also two large-scale revisions. A revision in 1767 aimed to make the actual

exile distance consistent with the regulations. However, as a result of the

revision, the number of places of exile in a geographic unit decreased, so the

criminals tended to concentrate in certain places. So, another large-scale

revision in 1779 aimed to disperse criminals by increasing the number of the
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places of exile in a specific jurisdiction, and this secured more than twice as

many locations than in the previous version.

The establishment and revisions of the chart of exiles aimed to realize

exact exile distances based on legal fairness, and reflected a consideration of

the reality faced by local governments that had to manage criminals in

places of exile. We can see here the characteristics of the penal system in

the Qing era: the fact that criminals were sent not to distant frontier areas,

but dispersed within China proper according to the system of distance-

based exile and the actual problems derived from it.

Key Words ; Chart for the Five Military Exiles, Chart for the Three Exiles,

distance-based exile, exile punishments,

punishment system in the Qing dynasty

Aid for the Garibaldi Movement in New York:

Practices of Italian Exiles and Their Linkages

by

HAYASHI Takahiro

Among the multiple aspects of the Risorgimento, little is known about its

transnational character. Tracing the path of the subscription movement for

Giuseppe Garibaldi by Italian exiles in New York during 1859-1860, this

study sheds more light on these events from a circum-Atlantic perspective.

In the United States, many politicians, merchants, and religious leaders

observed the politic trends in Italy according to their self-interest; namely, to

the Americans, the upheaval across the ocean was seen at the same time as

an important affair in their own history.

During the period in the United States when the crisis over slavery

threatened the union, New York witnessed the unfolding of political

activities by the Italian exiles. As regards donations collected for the

unification of the peninsula, the subscriptions for Giuseppe Garibaldi, whose

global fame as a champion of liberty had already become unshakable, had

grown into a large sum.

In his latest work on the comparative history of the two countries, Daniele

Fiorentino has emphasized that in a broad sense the liberty advocated in
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