
淸
代
閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
と
內
地
軍
液
犯
の
�
剩
問
題キ

ム
・
ハ
ン
バ
ク

は
じ
め
に

第
一
違

閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂

第
一
�

�
代
閏
軍
の
立
法
�
圖

第
二
�

淸
代
閏
軍
の
變
質

︱
︱
�
	
・
差
役

第
三
�

淸
代
閏
軍
の
變
質

︱
︱
僉
妻
・
贖
罪

第
四
�

�
液
𠛬
の
上
下
問
題

第
二
違

內
地
軍
液
犯
の
�
剩
問
題

第
一
�

軍
液
犯
の
�
剩
と
管
理
の
困
難

第
二
�

�
里
表
の
�

�
限
界

第
三
�

赦
免
を
�
じ
て
の
�
剩
解
�
の
努
力

お
わ
り
に

は

じ

め

に

液
𠛬
・
閏
軍
・
發
�
を
�
と
す
る
淸
代
の
�
液
𠛬
は
︑
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒
�
に
い
え
ば
︑
生
𠛬
の
う
ち

で
は
�
高
𠛬
に
あ
た
る
重
�
性
を
持
つ
︒
こ
れ
が
あ
る
�
度
の
重
量
感
を
持
っ
て
效
�
�
に
機
能
し
な
け
れ
ば
︑
死
𠛬
と
生
𠛬
と
の
差
が
大
き

く
な
り
量
𠛬
の
バ
ラ
ン
ス
を
�
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
該
當
犯
罪
の
豫
防
と
い
う
�
�
代
中
國
の
𠛬
罰
の
�
た
る
目
�
を
滿
た
さ
な
く
な
る
︒
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そ
の
た
め
�
�
代
中
國
で
は
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
の
�
切
さ
を
め
ぐ
る
論
議
が
活
潑
で
あ
り
︑
�
淸
時
�
に
お
い
て
死
𠛬
よ
り
一
等
下

位
の
重
𠛬
と
し
て
�
液
𠛬
が
定
着
し
た
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
歷
�
�
背
景
と
�
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

淸
代
に
至
る
ま
で
の
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
の
液
れ
を
�
っ
て
み
る
と
︑
漢
代
ま
で
は
罪
人
の
身
體
の
一
部
分
を
永
久
�
に
衛
損
し
︑

!
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
後
︑
强
制
勞
働
に
處
す
る
肉
𠛬
が
執
行
さ
れ
た
︒
漢
�
#
の
時
に
肉
𠛬
が
廢
止
さ
れ
︑
そ
れ
以
後
は
身
體
を
衛
損

せ
ず
に
强
制
勞
働
に
處
す
る
耐
𠛬
と
︑
罪
人
を
邊
境
に
移
$
さ
せ
る
徙
�
が
そ
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た(1

)
︒
耐
𠛬
と
徙
�
は
'
代
に
五

𠛬
が
定
立
さ
れ
た
際
︑
そ
れ
ぞ
れ
徒
𠛬
と
液
𠛬
の
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
た
︒
特
に
液
𠛬
は
︑
五
𠛬
の
𠛬
法
體
系
の
中
で
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の

𠛬
罰
と
し
て
(
わ
れ
︑
'
律
の
影
)
が
强
か
っ
た
�
代
や
淸
代
の
𠛬
法
に
お
い
て
も
︑
液
𠛬
を
初
め
と
す
る
�
液
𠛬
の
位
相
は
搖
る
が
な
か
っ

た
︒
長
い
目
で
見
る
と
︑
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
𠛬
罰
は
肉
𠛬
↓
强
制
勞
働
𠛬
↓
�
液
𠛬
の
順
番
に
變
わ
っ
て
き
た
と
言
え
る
︒

淸
代
の
�
液
𠛬
に
關
す
る
從
來
の
硏
究
は
︑
法
制
�
と
邊
境
硏
究
と
の
二
つ
の
方
向
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
︒
法
制
�
側
の
硏
究
は
�
に
淸
代

�
液
𠛬
の
性
格
と
執
行
�
�
に
+
目
し(2

)
︑
淸
代
�
液
𠛬
の
內
で
閏
軍
・
發
�
な
ど
の
各
𠛬
罰
の
實
體
を
考
證
し
た
點
で
,
價
す
べ
き
で
あ
る
︒

他
方
︑
淸
-
の
邊
境
地
方
に
つ
い
て
の
硏
究
は
︑
邊
境
社
會
や
屯
田
の
推
移
を
說
�
す
る
中
で
�
液
𠛬
を
理
解
し
よ
う
と
し
て(3

)
︑
邊
境
政
策
0

び
邊
境
に
1
ら
れ
た
�
液
犯
の
役
割
︑
邊
境
�
液
地
の
變
�
な
ど
を
考
察
し
︑
淸
代
�
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
先
行
硏
究
に
は
缺
如
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
法
制
�
側
の
硏
究
は
︑
�
液
𠛬
と
政
治
や
社
會
と
の
關
係
を
十
分

說
�
し
て
い
な
い
︒
特
に
︑
閏
軍
に
つ
い
て
の
硏
究
で
は
閏
軍
と
液
𠛬
が
同
等
に
な
っ
た
現
象
に
は
言
0
す
る
も
の
の
︑
そ
の
影
)
や
�
義
を

�
確
に
し
て
い
な
い
︒
一
方
︑
邊
境
硏
究
の
側
で
は
︑
邊
境
に
罪
人
を
1
る
﹁
發
�
﹂
以
外
の
�
液
𠛬
は
あ
ま
り
+
目
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の

結
果
︑
內
地
の
�
	
0
び
內
地
�
液
犯
の
問
題
に
關
す
る
硏
究
は
十
分
と
は
言
え
な
い
︒

內
地
の
�
	
へ
罪
人
を
1
る
閏
軍
と
液
𠛬
が
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
廣
く
(
わ
れ
た
た
め
︑
閏
軍
と
液
𠛬
に
處
さ
れ
內
地
に
移

さ
れ
た
軍
液
犯
た
ち
の
管
理
は
︑
淸
-
に
と
っ
て
司
法
上
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
�
	
の
治
安
と
も
關
聯
す
る
重
�
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

筆
者
は
以
�
︑
內
地
軍
液
犯
を
管
理
す
る
た
め
に
淸
-
が
4
擇
し
た
一
策
が
︑
怨
疆
へ
罪
人
を
1
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る(4

)
︒
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で
は
︑
內
地
軍
液
犯
の
管
理
問
題
が
淸
代
に
入
り
5
上
し
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
り
︑
具
體
�
に
い
か
な
る
樣
相
を
帶
び
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本

稿
で
は
�
代
の
理
想
か
ら
變
質
し
た
淸
代
の
閏
軍
︑
そ
こ
か
ら
生
じ
た
內
地
軍
液
犯
の
實
態

︱
︱
特
に
軍
液
犯
の
�
剩
收
容
︱
︱

を
�
ら

か
に
し
︑
そ
の
�
�
に
見
ら
れ
る
淸
-
の
立
法
精
神
や
現
實
へ
の
對
處
と
︑
そ
れ
に
傳
瓜
𠛬
法
體
系
が
與
え
た
影
)
を
探
っ
て
み
た
い
︒

第
一
違

閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂

第
一
�

�
代
閏
軍
の
立
法
�
圖

閏
軍
は
罪
人
を
軍
役
と
し
て
閏
員
す
る
𠛬
罰
で
あ
り
︑
淸
代
に
は
�
	
の
8
離
・
狀
況
に
基
づ
く
五
等
:
に
整
理
さ
れ
て
い
た(5

)
︒
沈
家
本
に

よ
る
と
︑
秦
漢
時
�
か
ら
閏
軍
は
特
別
な
𠛬
罰
と
し
て
存
在
し
︑
魏
晉
時
�
に
は
�
常
の
𠛬
罰
と
し
て
機
能
し
始
め
︑
宋
代
に
至
っ
て
液
𠛬
と

完
;
に
分
離
さ
れ
獨
立
し
た
𠛬
罰
に
な
っ
た(6

)
︒
そ
し
て
︑
�
代
に
入
っ
て
制
度
�
に
定
着
し
︑
�
淸
時
�
の
法
制
內
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
︒

�
代
の
閏
軍
は
軍
戶
制
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
た
𠛬
罰
で
あ
っ
た
︒
軍
戶
制
は
軍
籍
と
民
籍
を
分
離
し
︑
軍
籍
の
場
合
︑
屯
田
を
�
じ
て
の

軍
=
の
自
給
自
足
︑
軍
役
の
安
定
し
た
閏
員
を
目
標
と
し
た
︒
し
か
し
軍
戶
の
役
は
民
戶
の
役
よ
り
重
い
と
思
わ
れ
︑
�
初
か
ら
旣
に
離
脫
が

憂
慮
さ
れ
た(7

)
︒
洪
武
三
十
年
に
頒
布
さ
れ
た
﹃
大
�
律
﹄
に
は
︑
二
八
箇
條
で
閏
軍
の
處
罰
が
確
@
さ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
多
數
を
占
め
る
の
が

軍
人
の
A
法
に
對
す
る
處
罰
と
し
て
の
閏
軍
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
軍
の
役
割
や
閏
軍
の
執
行
に
關
わ
る
條
目
が
多
い(8

)
︒
閏
軍
の
條
目
を

見
る
と
︑
軍
戶
の
液
失
補
填
と
︑
軍
人
の
處
罰
が
閏
軍
の
大
き
な
目
�
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
�
者
の
例
と
し
て
︑
!
B
し
た
軍
人
を
隱
し

た
者
や
軍
人
を
殺
し
た
者
を
閏
軍
す
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
後
者
の
例
と
し
て
は
︑
軍
人
の
業
務
不
履
行
や
︑
兵
器
の
私
賣
・
賄
賂
の
收
E
な
ど

の
A
法
行
爲
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
軍
人
が
一
定
額
以
上
の
財
貨
・
物
F
を
竊
盜
し
た
場
合
の
よ
う
に
︑﹁
軍
官
軍
人
犯
罪
免
徒
液
﹂
の
律
に
據

り
︑
犯
し
た
徒
罪
や
液
罪
が
閏
軍
に
奄
𠛬
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
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軍
人
の
徒
罪
・
液
罪
に
對
す
る
奄
𠛬
と
し
て
閏
軍
が
執
行
さ
れ
た
の
は
︑
軍
戶
維
持
の
�
圖
を
反
映
し
て
い
る
︒
軍
人
が
徒
𠛬
と
な
れ
ば
當

該
�
閒
軍
役
が
足
り
な
く
な
る
︒
液
𠛬
は
罪
人
を
�
	
に
1
り
民
籍
と
し
て
H
成
す
る
𠛬
罰
で
︑
軍
人
が
液
𠛬
と
な
れ
ば
軍
戶
に
缺
員
が
生
じ

る
︒
故
に
徒
𠛬
や
液
𠛬
の
代
わ
り
に
閏
軍
を
執
行
し
て
︑
處
罰
と
軍
戶
維
持
の
目
�
と
を
同
時
に
果
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
軍
人
の

立
場
か
ら
見
る
と
︑
閏
軍
は
他
の
衞
	
へ
の
轉
屬
に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒﹁
軍
官
軍
人
犯
罪
免
徒
液
﹂
の
律
の
﹁
免
﹂
と
い
う
�
字
が
示
す
よ

う
に
︑
徒
𠛬
や
液
𠛬
を
免
れ
る
こ
と
は
一
種
の
特
惠
と
も
い
え
る(9

)
︒
た
だ
し
︑
罪
が
重
い
場
合
に
は
閏
軍
の
�
	
を
邊
衞
と
し
て
�
示
し
�
液

の
J
罰
�
素
を
加
え
た
の
で
あ
る
︒

�
代
後
�
に
入
り
︑
軍
と
は
無
關
係
の
犯
罪
行
爲
に
對
し
て
も
閏
軍
が
よ
り
廣
く
�
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
萬
曆
十
三
年

(一

五
八
五
)
の
﹃
問
𠛬
條
例
﹄
と
同
時
に
公
布
さ
れ
た
﹁
附
眞
犯
死
罪
閏
軍
爲
民
例
﹂
か
ら
確
@
で
き
る
︒
こ
れ
は
萬
曆
﹃
問
𠛬
條
例
﹄
に
收
め

ら
れ
て
い
る
條
例
を
︑
處
罰
す
る
𠛬
名
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
閏
軍
の
罪
目
下
の
條
目
を
各
律
別
に
集
計
し
て
み
る

と
︑
閏
軍
の
量
�
な
增
加

(
;
體
で
二
四
九
條
で
洪
武
の
九
倍
)
と
相
俟
っ
て
內
容
の
變
�
が
窺
わ
れ
る
︒﹃
大
�
律
﹄
の
段
階
で
は
︑
大
部
分
の

閏
軍
罪
が
軍
人
關
聯
の
條
目
で
あ
っ
た
た
め
︑
兵
律
に
屬
す
る
閏
軍
の
比
重

(二
八
條
中
十
六
條
)
が
大
き
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
萬
曆
年
閒
に

な
る
と
︑
𠛬
律

(八
七
條
)
の
占
め
る
比
重
が
�
も
大
き
く
な
っ
て
兵
律

(五
五
條
)
を
上
囘
り
︑
閏
軍
が
軍
と
無
關
係
の
罪
に
も
廣
く
活
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る(10

)
︒

こ
の
よ
う
な
液
れ
は
︑
�
代
に
は
液
𠛬
が
殆
ど
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
關
係
が
あ
る
︒
そ
の
原
因
の
一
つ
は
︑
廣
範
圍
の
贖
罪
が
行
わ

れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
嘉
靖
・
萬
曆
の
問
𠛬
條
例
に
も
繼
承
さ
れ
事
實
上
定
例
�
し
た
弘
治
﹃
問
𠛬
條
例
﹄
の
贖
罪
關
聯
の
條
例(11

)
を
見
る
と
︑
眞

犯
死
罪
と
閏
軍
を
除
い
た
笞
�
徒
液
0
び
雜
犯
死
罪
が
贖
罪
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
︒
贖
物
が
O
付
で
き
ず
﹁
無
力
﹂
に
P
定
さ
れ
た
人
や
革

職
さ
れ
た
官
人
の
場
合
も
︑
徒
液
罪
は
Q
�
工
役
を
�
じ
て
處
罰
し
た
︒
こ
こ
で
閏
軍
は
贖
罪
の
對
象
と
し
て
い
な
い
が
︑
滋
賀
秀
三
は
こ
れ

に
關
し
て
︑
閏
軍
が
死
罪
を
贖
す
る
措
置
と
し
て
生
じ
た
沿
革
を
持
つ
た
め
と
推
定
し
た(12

)
︒
し
か
し
︑
一
般
の
罪
へ
の
擴
大
傾
向
を
考
慮
す
る

と
︑
�
代
の
閏
軍
は
︑
液
𠛬
が
實
𠛬
と
し
て
强
い
J
罰
效
果
を
持
た
な
い
現
實
と
�
せ
て
︑
實
罰
と
し
て
の
�
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
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え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
�
代
中
�
以
後
︑
怨
し
く
閏
軍
と
な
っ
た
罪
目
の
大
多
數
は
︑
元
來
徒
液
に
當
た
る
罪
で
あ
り
︑
閏
軍
に
量
𠛬
が
變

S
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
贖
罪
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
�
代
中
�
以
影
の
閏
軍
に
は
二
つ
の
目
�
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
重
犯

罪
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る

︱
︱
現
代
𠛬
法
の
觀
點
か
ら
す
る
と
一
般
豫
防
に
相
當
す
る
︱
︱

目
�
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
お
い
て
︑
閏
軍
は

液
𠛬
と
は
衣
な
る
實
𠛬
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
︒
加
え
て
︑
罪
人
の
改
善
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑

軍
籍
外
の
罪
人
を
軍
戶
に
H
入
し
て
(
役
す
る
目
�
で
あ
る
︒

第
二
�

淸
代
閏
軍
の
變
質

︱
︱
�
	
・
差
役

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
の
卷
四
〇
～
四
七
﹁
總
類
﹂
に
は
︑
二
三
六
四
項
目
の
量
𠛬
や
執
行
規
定
が
存
在
す
る(13

)
︒
そ
の
う
ち
�
液
𠛬
の
關

聯
規
定
は
四
八
四
項
目
で
;
體
の
二
〇
％
�
度
を
占
め
て
い
る
︒
詳
細
に
み
る
と
︑
液
𠛬
關
聯
が
二
〇
八
︑
閏
軍
關
聯
が
二
二
八
︑
發
�
關
聯

が
二
八
︑
そ
の
他
に
口
外
爲
民
・
�
徙
・
U
瘴
爲
民
な
ど
の
關
聯
規
定
が
二
〇
項
目
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
口
外
爲
民
・
U
瘴
爲
民(14

)
が
殘
っ
て
い

た
こ
と
と
︑
發
�
は
ま
だ
�
液
𠛬
の
中
で
少
數
を
占
め
る
に
�
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
閏
軍
が
法
制
で
大
き
い
比
重
を
占
め
て
い
た
の

は
︑
�
代
𠛬
法
體
系
の
V
長
上
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
淸
代
に
は
︑
𠛬
罰
の
內
容
が
大
き
く
變
質
し
た
︒
沈
家
本
は
淸
代
の
閏
軍
の
�
代
と
の
相
A
點
を
四
點
あ
げ
た
︒
①
�
代
の
閏
軍

は
罪
人
を
;
て
衞
	
へ
1
っ
た
が
︑
淸
代
に
は
衞
	
が
な
く
な
り
︑
軍
犯
も
液
犯
と
同
じ
く
歸
屬
す
べ
き
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た(15

)
︒
②
�
代
に

は
軍
人
が
徒
𠛬
や
液
𠛬
を
免
れ
閏
軍
と
さ
れ
た
が
︑
淸
代
に
は
軍
人
も
ま
た
一
般
人
と
等
し
く
徒
𠛬
や
液
𠛬
を
E
け
た
︒
③
淸
代
に
は
軍
人

と
一
般
人
の
處
罰
を
區
分
し
な
か
っ
た

(
�
代
に
は
︑
犯
行
�
體
が
軍
人
か
一
般
人
か
に
よ
る
相
A
が
條
例
內
に
�
示
さ
れ
て
い
た
)
︒
④
淸
代
に
は

﹁
五
軍
﹂
の
體
系
が
つ
く
ら
れ
︑﹁
閏
軍
地
方
﹂
の
律
を
﹃
大
淸
律
例
﹄
に
W
加
し
た(16

)
︒

④
を
除
外
す
る
と
︑
他
は
兩
代
の
兵
制
の
A
い
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
る
︒
淸
代
の
兵
制
の
根
幹
で
あ
る
八
旗
と
綠
營
は
�
初
の
軍
戶
制
と
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本
質
�
に
衣
な
っ
て
い
た
︒
旗
人
の
場
合
は
戰
闘
力
の
喪
失
を
憂
慮
し
て
︑
徒
罪
・
液
罪
・
閏
軍
を
犯
し
て
も
︑
當
該
𠛬
罰
の
代
わ
り
に
枷
號

(重
さ
二
十
五
斤
・
長
さ
二
尺
五
寸
の
枷
を
か
け
る
𠛬
罰
)
と
し
て
處
罰
し
た(17

)
︒
他
に
も
旗
人
は
特
定
の
條
件
で
の
死
𠛬
の
免
除
︑
𠛬
事
事
件
の
發

生
時
に
は
旗
內
で
審
理
す
る
な
ど
の
司
法
上
の
特
權
を
享
E
し
た(18

)
︒
一
方
︑
綠
營
兵
は
�
代
の
中
盤
以
後
︑
募
集
し
た
兵
士
を
H
成
し
た
の
に

は
じ
ま
る
が(19

)
︑
淸
代
に
も
相
變
わ
ら
ず
募
兵
を
�
じ
て
維
持
さ
れ
た
の
で(20

)
︑
軍
戶
の
よ
う
に
�
成
員
の
離
脫
が
致
命
�
で
は
な
か
っ
た
︒
し
た

が
っ
て
︑
罪
を
犯
し
た
綠
營
兵
を
敢
え
て
軍
人
と
し
て
留
め
て
置
く
必
�
性
が
相
對
�
に
低
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

四
つ
の
相
A
點
の
う
ち
︑
閏
軍
の
變
質
︑
そ
し
て
�
液
𠛬
の
推
移
に
�
も
大
き
く
影
)
し
た
の
は
︑
軍
犯
の
歸
屬
す
べ
き
場
	
で
あ
る
衞
	

が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
雍
正
年
閒
以
�
に
は
︑
ま
だ
軍
犯
が
衞
	
に
1
ら
れ
(
役
さ
れ
て
い
た
︒
康
熙
五
十
四
年

(一
七
一
五
)

に
刊
行
さ
れ
た
﹃
大
淸
律
輯
µ
﹄(21

)
は
液
𠛬
と
閏
軍
に
對
し
て
以
下
の
よ
う
に
µ
釋
し
て
い
る
︒

液
罪
の
上
位
は
死
罪
だ
が
︑
閏
軍
の
一
法
は
後
世
に
生
じ
た
例
で
あ
る
︒
罪
Z
が
重
く
︑
液
𠛬
に
す
る
と
罪
に
對
し
て
不
十
分
で
あ
る
︒

ま
た
死
𠛬
に
す
る
の
も
�
切
で
は
な
い
の
で
︑
故
に
今
は
閏
軍
と
す
る
︒
液
𠛬
は

(罪
人
を
)
[
方
の
地
の
民
と
し
\
身
歸
]
さ
せ
な
い

だ
け
だ
が
︑
閏
軍
は
衞
	
に
入
れ
差
役
に
當
て
︑
さ
ら
に
﹁
永
[
閏
軍
﹂﹁
極
邊
閏
軍
﹂﹁
U
瘴
閏
軍
﹂
が
あ
る
︒
條
例
に
多
く
見
ら
れ
︑

律
の
內
に
も
	
々
Q
る
が
︑
五
𠛬
の
列
に
は
な
い(22

)
︒

『大
淸
律
輯
µ
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
當
時
︑
閏
軍
は
相
變
わ
ら
ず
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
の
存
在
感
を
保
っ
て
い
た
︒
閏
軍
の
J

罰
�
素
は
︑
�
に
罪
人
を
衞
	
に
H
入
し
差
役
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
雍
正
年
閒
に
衞
	
の
縮
小
が
_
行
す
る
︒
ま
ず
屯
丁
を
持
た
ず

自
給
自
足
の
機
能
を
完
;
に
失
っ
た
衞
	
︑
`
に
漕
a
と
關
係
し
な
い
衞
	
が
撤
廢
さ
れ
州
縣
に
改
�
さ
れ
た(23

)
︒
そ
の
結
果
殆
ど
の
衞
	
が
撤

廢
さ
れ
た
雍
正
四
年

(一
七
二
六
)
に
は
︑
改
�
先
の
州
縣
官
が
軍
犯
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た(24

)
︒
1
ら
れ
た
軍
犯
の
管
理
に
つ
い
て
は
︑

雍
正
九
年
に
六
十
歲
を
超
え
自
ら
生
計
を
立
て
ら
れ
な
い
軍
犯
は
養
濟
院
に
入
れ
て
食
糧
を
荏
給
し
︑
若
く
て
力
の
あ
る
軍
犯
は
自
立
さ
せ
る

よ
う
に
す
る
規
定
が
で
き
た(25

)
︒

こ
の
動
き
は
衞
	
在
籍
者
を
對
象
と
す
る
﹁
軍
籍
Q
犯
﹂
の
律
に
も
反
映
さ
れ
た
︒
雍
正
三
年
の
律
�
と
乾
隆
五
年

(
一
七
四
〇
)
の
律
�
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を
比
べ
る
と
︑﹁
差
役
す
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
c
除
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
關
し
て
﹃
大
淸
律
例
根
原
﹄
は
︑﹁
今
は
軍
籍
と
民
籍
の
差
が
な
く
︑

別
に
差
役
が
な
い
た
め
c
除
す
べ
し
﹂
と
解
說
す
る(26

)
︒
閏
軍
は
も
は
や
差
役
の
な
い
𠛬
罰
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

乾
隆
七
年
に
は
︑
;
て
の
軍
犯
は
州
縣
に
1
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
變
�
を
d
い
た
漕
a
總
督
の
常
安

(
C
a
n
g
g
a
n
)
の
奏
Ï
か
ら
︑

そ
の
理
由
が
推
察
で
き
る
︒

臣
が
査
べ
た
と
こ
ろ
︑
各
省
の
閏
軍
人
犯
が
1
ら
れ
i
撫
衙
門
や
按
察
司
に
至
る
と
︑
(
i
撫
衙
門
や
按
察
司
は
)
卽
ち
に
各
衞
に
1
っ
て

査
收
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
︒
衞
の
守
備
は
各
伍
の
旗
丁
を
集
め
抽
籤
し
︑
當
た
っ
た
旗
丁
に

(
軍
犯
を
)
管
理
さ
せ
ま
す
︒
收

管
し
た
と
い
う
書
類
を
提
出
し
た
後
は
軍
犯
の
衣
食
を
ま
か
な
い
ま
す
︒
わ
ず
か
で
も

(軍
犯
の
)
�
に
沿
わ
ず
︑
!
B
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
︑
監
督
の
旗
丁
は
管
理
を
疎
か
に
し
た
罪
を
免
れ
難
い
狀
況
で
す
︒
初
め
に
�
限
を
決
め
W
捕
さ
せ
︑
`
に
は
審
に
1
り
量
𠛬
す
る

の
で
︑
家
財
を
(
い
盡
く
し
て
し
ま
い
︑
そ
の
辛
苦
は
果
て
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
臣
の
着
任
後
︑
江
南
衞
と
揚
州
衞
の
旗
丁
か
ら
紛
紛
と
不

k
を
申
し
立
て
て
き
ま
し
た
︒
⁝
(中
略
)⁝
現
a
の
旗
丁
は
︑
自
身
漕
a
の
差
役
を
當
て
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
ど
う
し
て
他
の
事
に
ま
で

責
任
を
l
わ
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か(27

)
︒

こ
こ
か
ら
︑
州
縣
で
軍
犯
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
が
︑
衞
	
の
旗
丁
の
l
擔
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
彼
ら
が
軍
犯
の
管
理
に

よ
っ
て
窮
乏
に
W
い
m
ま
れ
た
の
は
︑
軍
犯
が
勞
働
力
で
は
な
く
管
理
の
對
象
に
�
ぎ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
軍
犯
は
自
ら
生
計
を
立
て

る
必
�
が
あ
っ
た
た
め(28

)
︑
�
	
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
除
け
ば
︑
あ
る
�
度
自
由
が
保
障
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
同
時
に
!
B
の
可

能
性
も
S
に
高
ま
る
こ
と
を
�
味
す
る
︒
軍
犯
を
衞
	
で
の
勞
働
力
と
し
た
�
代
に
比
し
︑
淸
代
の
管
理
l
擔
が
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

軍
犯
を
�
	
に
留
め
る
こ
と
は
閏
軍
と
い
う
J
罰
の
實
質
と
關
わ
っ
て
い
た
の
で
︑
淸
-
は
軍
犯
が
!
B
す
る
と
︑
管
理
官
に
嚴
し
く
責
任

を
問
う
た
︒
軍
犯
が
單
身
で
!
げ
た
場
合
︑
そ
の
擔
當
官
を
﹁
罰
俸
六
個
n
﹂︑
o
p
官
を
﹁
罰
俸
三
個
n
﹂
に
處
し
た
︒
一
年
以
內
に
捕
ま

え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
︑
罪
を
よ
り
重
く
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
罰
俸
一
年
﹂
と
﹁
罰
俸
六
個
n
﹂
に
處
し
た
︒
そ
し
て
︑
軍
犯
が
妻
と
共
に
�

	
を
脫
出
す
れ
ば
︑﹁
罰
俸
一
年
﹂
と
﹁
罰
俸
六
個
n
﹂
に
處
し
た(29

)
︒
こ
う
し
た
J
戒
が
彼
等
の
下
で
働
く
旗
丁
に
も
壓
力
と
な
っ
て
い
た
こ
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と
は
自
�
で
あ
ろ
う
︒

淸
代
の
衞
	
の
役
割
は
漕
a
に
局
限
さ
れ
︑
軍
犯
も
も
は
や
(
役
し
な
く
な
っ
た(30

)
︒
そ
の
結
果
︑
閏
軍
は
た
だ
罪
人
を
[
い
場
	
に
1
り
歸

ら
せ
な
い
𠛬
罰
に
な
り
︑
事
實
上
液
𠛬
と
同
樣
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
衞
	
が
廢
止
さ
れ
た
た
め
︑
州
縣
が
軍
犯
の
管
理
と
い
う
怨
し
い
課
題

を
擔
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
�

淸
代
閏
軍
の
變
質

︱
︱
僉
妻
・
贖
罪

閏
軍
の
變
質
に
よ
り
︑
そ
の
(
役
の
目
�
が
�
滅
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
�
代
閏
軍
の
持
つ
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
の
性
質
も

q
ま
っ
て
い
た
︒
閏
軍
の
持
つ
特
殊
性
の
�
滅
を
端
�
に
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
︑
僉
妻
と
贖
罪
規
定
の
變
�
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
︒

僉
妻
と
は
軍
犯
の
妻
を
�
	
に
同
行
さ
せ
る
こ
と
を
�
味
す
る
︒
�
代
の
閏
軍
に
は
僉
妻
が
附
加
さ
れ
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
罪
人
の
一
族

が
代
々
軍
戶
と
し
て
k
務
す
る
﹁
永
[
閏
軍
﹂
が
執
行
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
淸
-
で
は
乾
隆
年
閒
に
僉
妻
の
規
定
が
廢
止
さ
れ
て
い
く
︒
乾
隆

四
年
に
は
︑
强
盜
し
た
が
減
等
さ
れ
た
場
合
や
罪
Z
が
重
大
な
場
合
を
除
き
︑
妻
を
家
に
留
め
て
父
母
に
侍
奉
さ
せ
る
こ
と
を
願
う
者
に
は
僉

妻
を
免
除
し
︑
乾
隆
九
年
か
ら
は
閏
軍
や
液
𠛬
に
減
𠛬
さ
れ
た
者
の
う
ち
罪
人
が
僉
妻
を
r
ま
な
い
場
合
に
も
︑
僉
妻
が
免
除
さ
れ
た(31

)
︒
乾
隆

二
十
四
年
以
後
は
︑
連
座
し
た
場
合
以
外
の
軍
液
�
犯
で
あ
れ
ば
︑
;
て
僉
妻
が
廢
止
さ
れ
た(32

)
︒
�
初
の
﹁
永
[
閏
軍
﹂
と
比
べ
れ
ば
︑
こ
の

變
�
は
か
な
り
著
し
い
と
言
え
よ
う
︒

閏
軍
に
對
し
て
部
分
�
に
贖
罪
が
許
さ
れ
た
こ
と
も
淸
代
に
至
っ
て
生
じ
た
變
�
で
あ
っ
た
︒
�
代
に
は
雜
犯
死
罪
以
下
の
大
部
分
の
𠛬
種

を
贖
罪
の
對
象
に
し
た
が
︑
閏
軍
は
例
外
で
あ
り
︑
贖
罪
で
き
な
い
罪
と
い
う
特
殊
性
も
持
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
康
熙
十
九
年

(一
六
八
〇
)

以
影
は
︑
贖
罪
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
︒

革
職
・
處
分
を
E
け
た
官
員
︑
お
よ
び
各
項
の
人
犯
で
都
の
城
樓
・
官
衙
・
倉
庫
・
�
樓
を
修
理
す
る
こ
と
で
贖
罪
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
︑

十
惡
な
ど
の
實
犯
死
罪(33

)
・
奸
細
・
光
棍
・
誣
吿
・
x
�
・
放
火
等
の
罪
で
贖
を
@
め
な
い
場
合
を
除
く
外
︑
そ
の
他
の
斬
・
y
の
重
罪
お
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よ
び
閏
軍
・
液
罪
・
�
徙
の
人
犯
は

(
𠛬
部
や
督
撫
が
)
皆
工
部
に
z
�
し
︑
罪
狀
の
輕
重
が
例
と
符
合
す
る
か
{
べ
具
題
す
る
︒
(工
部

は
)
�
限
を
定
め
修
理
さ
せ
︑
\
わ
れ
ば
罪
を
免
ず
る(34

)
︒

こ
れ
を
み
る
と
︑
特
定
の
罪
で
は
な
い
限
り
閏
軍
も
工
役
を
�
じ
て
贖
罪
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
�
代
と
は
衣
な
り
︑
淸
-
は

徒
𠛬
以
上
の
罪
に
關
し
て
︑
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
贖
罪
を
許
す
方
針
を
守
り
拔
い
た
︒
�
代
に
は
閏
軍
と
實
犯
死
罪
を
除
く

殆
ど
の
場
合
に
贖
罪
が
@
め
ら
れ
た
の
に
對
し(35

)
︑
淸
代
に
は
犯
罪
狀
況
に
よ
っ
て
贖
罪
の
可
否
を
例
に
�
示
し
て
贖
罪
自
體
を
嚴
重
に
行
う
一

方
で
︑
閏
軍
も
贖
罪
の
範
圍
に
入
れ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
贖
罪
が
原
則
上
@
め
ら
れ
て
い
な
い
特
定
の
重
犯
罪
に
よ
る
閏
軍
で
あ
っ
て
も
︑
贖
罪
で
き
る
方
法
が
施
さ
れ
た
︒
淸
代
に
は
律
に

規
定
さ
れ
た
三
つ
の
贖
罪
方
法(36

)
以
外
に
捐
贖
と
い
う
制
度
が
あ
り
︑
贖
罪
を
許
さ
な
い
ケ
ー
ス
で
も
督
撫
が
Z
狀
を
|
量
し
て
贖
罪
を
奏
}
で

き
た(

37
)

︒
O
贖
を
許
さ
な
い
罪
目
も
對
象
だ
っ
た
の
で
︑
高
額
の
贖
銀
を
必
�
と
し
た
が
︑
督
撫
の
P
斷
で
贖
罪
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
變
�
は
閏
軍
の
性
格
を
大
き
く
變
え
た
︒
�
代
の
閏
軍
は
︑
實
𠛬
で
あ
っ
た
點
︑
忌
~
さ
れ
る
軍
役
に
從
事
さ
せ
た
點
︑
永
[

閏
軍
の
場
合
自
分
だ
け
で
は
な
く
家
族
も
1
ら
れ
た
點
な
ど
に
お
い
て
液
𠛬
と
區
別
さ
れ
る
が
︑
淸
代
に
は
以
上
の
�
素
が
除
去
さ
れ
た
の
で

あ
る
︒

閏
軍
の
變
質
は
實
務
上
で
も
確
@
で
き
る
︒
も
と
よ
り
閏
軍
に
は
兵
部
の
役
割
が
大
き
い
︒
京
師
に
籍
の
あ
る
罪
人
の
�
	
を
兵
部
が
決
め

る
だ
け
で
な
く
︑
地
方
の
罪
人
も
i
撫
が
�
	
を
決
め
た
後
兵
部
に
報
吿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(38

)
︒
乾
隆
二
十
四
年

(一
七
五
九
)
︑
署
理

北
城
i
城
御
�
の
范
弘
賓
は
︑
閏
軍
の
執
行
の
複
雜
な
手
續
き
の
鯵
素
�
を
上
奏
し
た
︒
彼
に
よ
る
と
︑
京
師
の
軍
犯
は
𠛬
部
が
罪
を
決
定
し

た
後
︑
兵
部
に
1
ら
れ
登
錄
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
�
	
に
1
る
日
ま
で
當
該
軍
犯
を
收
監
す
る
場
	
と
し
て
𠛬
部
の
南
	
や
北
	
︑

五
城
の
司
坊
が
利
用
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
軍
犯
は
兵
部
に
押
1
さ
れ
て
そ
の
指
揮
下
に
�
	
に
1
ら
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
𠛬
部
↓
兵
部
↓
𠛬
部
の

兩
	

(あ
る
い
は
五
城
の
司
坊
)
↓
兵
部
と
い
う
複
雜
な
手
續
き
が
�
求
さ
れ
た
︒
范
弘
賓
は
𠛬
の
確
定
直
後
に
罪
人
を
兵
部
に
1
り
登
錄
す
る

こ
と
を
省
略
し
︑
收
監
場
	
を
𠛬
部
の
兩
	
に
瓜
一
す
れ
ば
︑
煩
雜
さ
が
減
る
上
︑
�
役
に
よ
る
�
�
も
一
�
で
き
る
と
上
奏
し
た(39

)
︒
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こ
れ
は
閏
軍
と
い
う
𠛬
罰
が
本
質
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
軍
犯
を
𠛬
部
や
五
城
の
司
坊
に
收
監
す
る
の
は
兵
部
に
�
切
な

收
監
施
設
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
が
︑
范
弘
賓
の
上
奏
以
影
︑
兵
部
が
軍
犯
を
登
錄
す
る
手
續
き
が
�
滅
し
︑
兵
部
の
役
割
は
軍
犯
を
�
	
へ
1

る
實
務
の
み
に
限
定
さ
れ
た
︒
閏
軍
の
本
來
の
�
義
を
考
え
る
と
本
末
が
轉
倒
し
た
こ
と
に
な
る
︒

第
四
�

�
液
𠛬
の
上
下
問
題

�
営
し
た
變
�
は
︑
閏
軍
が
液
𠛬
と
の
區
別
を
失
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
と
稱
し
た
い
︒
十
八
世
紀
に
は
こ
の
動
き
が
�

�
に
_
行
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
は
淸
代
の
�
液
𠛬
;
體
の
�
圖
と
關
聯
法
案
に
も
影
)
を
も
た
ら
し
た
︒

ま
ず
︑
𠛬
罰
の
上
下
關
係
が
錯
綜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
も
と
も
と
閏
軍
は
液
𠛬
よ
り
重
𠛬
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
︒﹁
應
議
者
犯
罪
﹂

の
條
例
を
み
る
と
︑
液
罪
を
二
囘
犯
し
た
場
合
は
徒
罪
と
閏
軍
を
一
囘
ず
つ
︑
閏
軍
を
二
囘
犯
し
た
場
合
は
液
罪
を
三
囘
犯
し
た
場
合
と
同
じ

く
�
わ
れ
て
い
る(40

)
︒
ま
た
︑﹁
犯
罪
免
發
�
﹂
は
︑
旗
人
に
限
っ
て
液
𠛬
0
び
閏
軍
を
枷
號
に
奄
𠛬
し
て
罰
す
る
も
の
だ
が
︑
液
𠛬
の
三
等
:

は
五
〇
日
か
ら
六
〇
日
︑
閏
軍
の
五
等
:
は
七
〇
日
か
ら
九
〇
日
に
奄
算
さ
れ
る
︒
特
に
+
目
す
べ
き
は
︑
閏
軍
の
う
ち
�
も
輕
い
﹁
附
�
閏

軍
﹂
︱
︱
二
千
里
8
離
の
�
	
に
1
る
閏
軍
︱
︱

の
奄
算
が
七
〇
日
で
︑
液
𠛬
で
一
番
重
い
﹁
液
三
千
里
﹂
(
六
〇
日
)
よ
り
多
い
こ
と
で

あ
る(

41
)

︒
し
か
し
閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
の
_
行
に
つ
れ
︑
二
千
里
に
1
る
﹁
附
�
閏
軍
﹂
や
二
千
五
百
里
に
1
る
﹁
邊
衞
閏
軍
﹂
が
︑
三
千
里
に
1
る

﹁
液
三
千
里
﹂
に
比
べ
て
︑
實
質
�
に
は
輕
い
處
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
沈
家
本
も
︑
閏
軍
は
液
𠛬
よ
り
名
目
上
は
重
い
が
︑
事
實
上
は
輕

い
と
指
摘
し(42

)
︑
薛
允
升
も
︑
四
千
里
に
1
る
﹁
極
邊
閏
軍
﹂
以
外
の
閏
軍
は
c
除
す
べ
し
と
�
張
し
た(43

)
︒
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
量
𠛬
の
基
準
で

あ
る
𠛬
罰
閒
の
上
下
關
係
に
ズ
レ
が
生
じ
た
こ
と
を
�
味
し
て
お
り
︑
見
�
ご
せ
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
乾
隆
三
十
三

年
に
取
ら
れ
た
措
置
は
き
わ
め
て
�
宜
�
で
あ
っ
た
︒

液
犯
が
!
げ
れ
ば
︑
軍
犯
が
!
げ
た
場
合
の
例
に
照
ら
し
て
順
`

(
�
	
に
)
改
め
て
1
る
︒﹁
液
三
千
里
﹂
で
あ
っ
た
者
は
﹁
附
�
閏
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軍
﹂
と
し
て
發
し
︑﹁
免
死
減
等
﹂
さ
れ
た
液
犯
は
﹁
邊
衞
閏
軍
﹂
に
改
め
て
1
る
︒
こ
の
時
に
な
っ
て
︑
廣
西
按
察
(
の
圖
桑
阿

(
T
u
sa
n
g
g
a
)
が
奏
し
て
︑﹁﹃
附
�
閏
軍
﹄
は
8
離
を
計
れ
ば
二
千
里
︑﹃
邊
衞
閏
軍
﹄
は
二
千
五
百
里
に
�
ぎ
ま
せ
ん
︒﹃
液
三
千
里
﹄

の
罪
人
に
對
し
て
︑
!
B
し
た
た
め
に
加
等
し
て
閏
軍
と
す
る
と
︑
8
離
が
�
く
な
り
︑
重
く
罰
し
よ
う
と
し
た
の
に
か
え
っ
て
輕
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
﹂
と
営
べ
た
︒
つ
い
で
𠛬
部
の
議
論
を
經
て
︑
凡
そ
こ
れ
ら
!
B
し
た
液
犯
で
﹁
附
�
閏
軍
﹂
お
よ
び
﹁
邊
衞
閏

軍
﹂
に
改
め
て
1
る
べ
き
者
は
︑
皆
現
在
�
置
さ
れ
た
地
方
か
ら
8
離
を
計
っ
て
�
	
に
1
る
︒
も
し
現
在
�
置
さ
れ
た
地
方
か
ら
1
る

べ
き
場
	
が
原
籍
地
と
�
く
︑
邊
境
に
位
置
す
る
た
め
に
改
1
で
き
る
別
の
場
	
が
な
け
れ
ば
︑
(
昔
と
同
じ
く
)
そ
の
原
籍
地
か
ら
改
め

て
1
っ
て
も
良
い
︒
も
し
原
籍
地
か
ら
改
め
て
1
る
場
	
が
も
と
の
�
	
よ
り
�
け
れ
ば
︑
捕
ら
え
ら
れ
た
地
方
を
基
準
と
し
て
改
め
て

1
り
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
條
例
に
照
ら
し
て
枷
號
・
�
責
す
る(44

)
︒

淸
代
の
𠛬
法
は
液
犯
が
!
げ
れ
ば
加
等
し
て
閏
軍
に
處
し
た
が
︑
閏
軍
に
差
役
と
い
う
J
罰
�
素
が
な
く
な
っ
た
た
め
︑
以
�
�
液
さ
れ
た

場
	
よ
り
加
等
し
た
閏
軍
の
�
	
が
原
籍
地
か
ら
�
く
な
る
の
が
問
題
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
𠛬
部
は
こ
の
解
決
の
た
め
に
量
𠛬
の
{
整
や
閏

軍
の
J
罰
�
素
の
强
�
を
施
さ
ず
︑
原
籍
地
で
は
な
く
現
在
の
�
	
を
基
準
と
し
て
怨
し
い
�
	
を
決
め
る
こ
と
に
し
た
︒
閏
軍
が
液
𠛬
と
變

わ
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
@
め
つ
つ
︑
大
枠
を
修
正
せ
ず
に
法
秩
序
を
維
持
す
る
の
が
淸
-
の
方
式
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

淸
-
の
方
式
は
巨
視
�
に
も
確
@
で
き
る
︒
`
頁
表
は
︑
乾
隆
五
年
に
閏
軍
に
處
し
た
項
目
數
と
�
光
六
年
に
閏
軍
に
處
し
た
項
目
數
と
を

對
照
し
た
も
の
で
あ
る
︒

閏
軍
の
う
ち
三
千
里
以
上
の
8
離
へ
罪
人
を
1
る
﹁
邊
[
閏
軍
﹂﹁
極
邊
閏
軍
﹂﹁
U
瘴
閏
軍
﹂
の
項
目
が
他
と
比
べ
て
大
幅
に
增
加
し
て
い

る
こ
と
は
︑
乾
隆
年
閒
以
後
︑
液
𠛬
と
區
別
さ
れ
る
閏
軍
の
J
罰
�
素
と
し
て
�
液
8
離
が
强
{
さ
れ
た
こ
と
を
�
示
す
る
︒
淸
の
立
法
者
た

ち
は
閏
軍
と
液
𠛬
の
上
下
關
係
の
ズ
レ
を
解
決
す
る
た
め
︑
液
𠛬
の
�
高
𠛬
﹁
液
三
千
里
﹂
よ
り
强
い
�
液
の
性
質
を
持
っ
た
等
:
の
閏
軍
を

積
極
�
に
活
用
し
た
の
で
あ
る
︒
乾
隆
年
閒
以
後
怨
し
く
條
例
に
H
成
さ
れ
た
閏
軍
の
大
部
分
が
三
千
里
以
上
へ
�
液
す
る
も
の
で
あ
っ
た
點

は
︑
閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
に
淸
-
が
臨
機
應
變
に
對
應
し
た
こ
と
を
示
す
︒
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閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
は
�
代
閏
軍
の
立
法
�
圖
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
淸
代
の
閏
軍
に
は
︑
罪
人
を
軍
戶
と
し
て
閏
員

す
る
(
役
の
目
�
は
も
ち
ろ
ん
︑
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
の
機
能
も
な
く
な
っ
て
い
た
︒
も
は
や
閏
軍
は
贖
罪
も
可
能
で
あ
り
︑

た
と
え
閏
軍
に
處
さ
れ
て
も
差
役
を
强
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
家
族
;
員
と
他
�
に
移
$
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
𠛬
罰
で
も
な
く
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
閏
軍
の
﹁
液
𠛬
�
﹂
は
︑
閏
軍
が
液
𠛬
と
區
分
さ
れ
る
重
𠛬
と
し
て
當
該
犯
罪
を
豫
防
す
る
目
�
を
も
喪
失
し
て
い
た
こ
と
を
�

味
す
る
︒

第
二
違

內
地
軍
液
犯
の
�
剩
問
題

第
一
�

軍
液
犯
の
�
剩
と
管
理
の
困
難

本
�
で
は
內
地
に
1
ら
れ
た
軍
液
犯
が
州
縣
現
地
で
い
か
に
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
を
論
ず
る
︒
�
代
に
は
液
𠛬
が
實
𠛬
と
し
て
執
行
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
︑
液
犯
の
管
理
も
淸
代
の
地
方
官
が
直
面
し
た
空
�
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
雍
正
九
年

(
一
七
三
一
)
︑
西
安
按
察
(
楊
馝
の
上
奏

は
當
時
地
方
に
お
け
る
液
犯
管
理
の
困
難
を
窺
わ
せ
る
︒
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項
目
數

項
目
數

【表
】

乾
隆
五
年
と
�
光
六
年
の
閏
軍
の
項
目
數
の
比



六 閏
軍

�
光
六
年
﹃
大
淸
律
例
﹄﹁
總
類
﹂

四 閏
軍

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄﹁
總
類
﹂

五
〇

附
�
閏
軍

三
六

附
�
閏
軍

一
一
四

�
邊
閏
軍

九
八

邊
衞
閏
軍

一
〇
〇

邊
[
閏
軍

四
八

邊
[
閏
軍

六
五

極
邊
閏
軍

七

極
邊
閏
軍

一
二
二

U
瘴
閏
軍
0
び

極
邊
U
瘴
閏
軍

三
五

U
瘴
閏
軍
0
び

極
邊
U
瘴
閏
軍

四
五
七

計
二
二
八

計



ひ
そ
か
に
思
う
に
︑
液
罪
の
元
來
の
趣
旨
は
︑
罪
が
死
𠛬
に
�
い
が
︑
死
𠛬
に
處
す
る
に
は
忍
び
な
い
の
で
︑
[
く
に
1
り
矜
恤
を
示
す

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
︒
我
が
皇
上
は
憐
み
の
心
を
も
っ
て
︑
常
に
法
外
の
恩
惠
を
施
し
︑
死
罪
を
許
し
液
罪
に
處
す
る
こ
と
で
多
く
の
人

を
生
か
し
て
い
ま
す
︒
思
う
に
︑
こ
れ
ら
罪
人
た
ち
の
犯
罪
の
狀
況
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
大
體
窮
苦
し
て
い
る
者
が
多
く
︑
罪

に
問
わ
れ
て
1
ら
れ
故
�
か
ら
離
れ
る
と
︑
家
も
な
く
困
窮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
�
	
に
到
着
し
て
以
後
は
︑
當
該
里
甲
が
收
管
し

た
と
い
う
書
類
を
提
出
し
︑
飮
食
と
部
屋
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
が
︑
そ
の
中
の
凶
惡
な
者
た
ち
が
︑
里
民
か
ら
財
物
を
奪
い
︑

さ
ら
に
は
市
場
で
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
物
を
奪
っ
て
い
ま
す
︒
里
民
は
彼
ら
が
!
れ
て
問
責
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
爭
お
う
と
せ
ず
︑

た
だ
我
慢
し
て
物
を
集
め
て
與
え
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
長
び
い
て
�
慣
と
�
し
︑
液
犯
た
ち
は
手
に
入
る
の
が
當
然
と
考
え
︑
憚
る
こ
と

も
な
く
︑
他
の
や
り
方
で
生
計
を
立
て
よ
う
と
し
ま
せ
ん
︒
こ
う
し
て
︑
罪
あ
る
液
犯
は
怠
惰
に
な
り
︑
無
辜
の
民
の
被
�
は
止
ま
る
と

こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん(45

)
︒

州
縣
に
1
ら
れ
た
液
犯
は
里
甲
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
が
容
易
で
な
く
︑
一
般
民
衆
が
被
�
を
E
け
て
い
た
こ
と
が
確
@

で
き
る
︒
こ
れ
は
�
営
の
﹁
家
財
を
(
い
盡
く
し
て
し
ま
い
︑
そ
の
辛
苦
は
果
て
が
な
い
﹂
衞
	
の
旗
丁
の
樣
子
を
聯
想
さ
せ
る
︒
し
か
し
問

題
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
上
記
の
如
く
︑
乾
隆
七
年

(一
七
四
二
)
に
;
て
の
軍
犯
を
州
縣
に
1
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
︑
州
縣
が
液

犯
に
加
え
て
軍
犯
の
管
理
ま
で
擔
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
軍
犯
と
液
犯
を
�
稱
す
る
﹁
軍
液
犯
﹂
と
い
う
言
葉
が
よ
く
(
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
︒
こ
れ
は
閏
軍
と
液
𠛬
の
A
い
が
な
く
な
り
︑
州
縣
で
共
に
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
十
八
世
紀
中
葉
の
實
Z
を
反
映
し
て
い
る
︒

乾
隆
七
年
︑
兵
部
は
州
縣
で
の
軍
犯
管
理
規
定
を
定
め
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
の
時
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
乾
隆
二
年
の
福
円
i
撫
盧
焯
の
提

案
で
あ
っ
た(46

)
︒
そ
の
�
點
は
︑
生
計
が
立
て
ら
れ
る
軍
液
犯
は
地
保
が
管
p
し
︑
若
く
て
力
も
あ
る
が
生
計
が
立
て
ら
れ
な
い
軍
犯
に
は
一
年

の
�
豫
�
閒
を
設
け
︑
そ
の
閒
は
家
族
も
含
め
た
人
數
分
の
食
糧
を
官
か
ら
�
給
す
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(47

)
︒

こ
の
時
點
で
は
九
卿
は
︑
軍
犯
を
養
濟
院
に
入
れ
て
食
糧
を
荏
給
す
る
の
は
危
險
で
あ
り
︑
衞
	
の
な
い
福
円
の
狀
況
は
他
の
省
に
は
當
て

は
ま
ら
な
い
と
反
對
し
た(48

)
︒
し
か
し
︑
乾
隆
七
年
に
は
;
て
の
軍
液
犯
が
州
縣
に
1
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
も
は
や
反
對
す
る
理
由
は
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な
か
っ
た
︒
結
局
︑
盧
焯
の
案
は
軍
犯
を
管
理
す
る
定
例
に
な
っ
た(49

)
︒

し
か
し
養
濟
院
か
ら
の
一
時
�
な
�
助
で
軍
液
犯
管
理
の
問
題
が
す
ぐ
に
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
�
年
の
山
東
i
撫
喀
爾
吉
善

(
K
a
rjish
a
n
)
の
奏
Ï
は
軍
液
犯
管
理
の
困
難
に
つ
い
て
営
べ
て
い
る
︒

彼
ら
は
衣
�
に
移
っ
て
き
た
の
で
ま
っ
た
く
賴
る
と
こ
ろ
が
な
く
︑
苦
勞
ば
か
り
で
す
︒
ま
た
︑
各
衞
が
す
で
に
州
縣
に
改
�
さ
れ
た
の

で
軍
が
管
理
し
ま
せ
ん
︒
軍
犯
が
�
	
に
至
っ
て
も
軍
伍
に
入
れ
ず
︑
乞
食
と
し
て
生
き
る
し
か
な
く
︑
そ
の
身
心
を
安
め
ら
れ
な
い
の

で
す
︒
故
に
︑
當
該
犯
等
は
生
計
を
謀
る
方
法
が
な
く
︑
常
に
脫
走
し
易
い
狀
況
で
す
︒
臣
は
地
方
官
を
嚴
し
く
戒
め
︑
+
�
し
て
{
べ

さ
せ
︑
�
い
時
は
衣
k
と
糧
食
を
量
り
與
え
ま
し
た
が
︑
罪
人
が
多
い
の
で
長
く
扶
養
で
き
ま
せ
ん
︒
ま
し
て
や
登
州
府
に
屬
す
る
州
縣

は
[
い
海
邊
に
位
置
し
︑
安
置
し
た
軍
液
犯
に
不
�
の
匪
徒
が
多
い
だ
け
で
も
よ
く
な
い
の
に
︑
こ
の
う
え
[
く
に
食
料
を
探
し
に
ゆ
か

せ
れ
ば
︑
脫
走
者
が
增
え
ま
す
が
︑
一
城
の
人
家
は
多
く
な
い
の
で
乞
食
を
し
て
も
生
活
は
困
難
で
す
︒
さ
ら
に
外
省
か
ら
隨
時
1
ら
れ

る
軍
液
犯
が
年
々
增
え
︑
孤
城
や
海
邊
に
集
ま
っ
て
生
業
も
な
く
︑
 
�
に
¡
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
�
に
乘
じ
て
問
題
を
¢
こ
す
恐
れ
も

あ
り
ま
す(50

)
︒

こ
こ
に
は
︑
軍
犯
管
理
の
困
難
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
(
役
の
目
�
を
失
っ
た
軍
犯
は
厄
介
な
管
理
對
象
に
�
ぎ
な
か
っ
た
︒
�
も
本

質
�
な
問
題
は
︑﹁
外
省
か
ら
隨
時
1
ら
れ
る
軍
液
犯
が
年
々
增
え
る
﹂
一
£
を
�
る
し
か
な
い
點
で
あ
っ
た
︒
�
液
犯
の
�
剩
收
容
は
︑
原

則
�
に
無
�
𠛬
で
あ
る
�
液
𠛬
の
根
本
�
な
缺
點
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
軍
液
犯
は
單
に
軍
犯
や
液
犯
の
み
で
は
な
か
っ
た
︒
淸
代
の
死
罪
は
︑
そ
の
相
當
數
が
實
際
に
は
執
行
さ
れ
ず
︑
閏
軍
・
液
𠛬
・

發
�
の
い
ず
れ
か
に
減
𠛬
さ
れ
た(51

)
︒
複
雜
な
秋
審
の
手
續
き
は
-
廷
の
¤
大
さ
を
示
す
も
の
だ
っ
た
が
︑
減
𠛬
處
置
が
な
さ
れ
れ
ば(52

)
︑
當
然
軍

液
犯
が
增
加
す
る
︒
�
液
犯
の
數
を
{
�
し
な
け
れ
ば
︑
問
題
は
よ
り
大
き
く
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒

乾
隆
十
一
年
︑
陝
西
i
撫
陳
宏
謀
は
︑
軍
液
犯
が
奸
¥
な
者
と
¦
わ
り
善
良
な
民
が
苦
し
ん
で
い
る
と
報
吿
し
︑
竊
盜
を
三
囘
犯
し
て
順
天

府
か
ら
楡
林
府
と
綏
德
州
	
屬
の
九
州
縣
に
閏
軍
さ
れ
た
罪
人
が
現
在
百
名
餘
で
あ
り
︑
數
年
後
に
は
彼
等
の
み
で
一
千
名
餘
に
至
る
で
あ
ろ
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う
と
い
う
懸
念
を
表
�
し
た(53

)
︒
數
年
後
︑
福
円
i
撫
に
轉
じ
て
い
た
彼
は
︑
屬
下
の
地
方
官
た
ち
に
民
政
を
擔
う
官
員
と
し
て
の
自
覺
を
促
す

�
違
を
著
す
中
で
︑
地
方
官
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
軍
液
犯
の
管
理
を
擧
げ
て
い
る(54

)
︒

陳
宏
謀
が
軍
液
犯
の
管
理
に
言
0
し
た
の
は
︑
そ
れ
ま
で
の
經
驗
に
基
づ
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
彼
は
廣
西
臨
桂
生
ま
れ
で
雍
正
元
年
の
_

士
と
し
て
出
仕
し
︑
陝
西
・
福
円
の
i
撫
に
な
る
�
に
は
浙
江
都
御
�
・
雲
南
布
政
(
・
直
隸
天
津
�
・
甘
肅
i
撫
を
歷
任
し
た(55

)
︒
乾
隆
初
�

に
は
︑
他
に
も
地
方
か
ら
の
軍
液
犯
管
理
に
對
す
る
報
吿
が
多
數
確
@
さ
れ
る
︒
乾
隆
六
年
に
雲
南
總
督
慶
復
は
︑
�
犯
た
ち
が
苗
民
に
狼
藉

し
た
こ
と
を
営
べ(56

)
︑
乾
隆
十
年
に
浙
江
�
監
察
御
�
の
薛
澂
は
︑
液
犯
の
た
め
無
辜
の
¨
民
が
苦
し
ん
で
い
る
と
報
吿
し
た(57

)
︒
ま
た
乾
隆
十
二

年
に
も
︑
貴
州
の
軍
犯
と
苗
族
の
©
來
を
問
題
視
し
て
い
る
記
錄
が
殘
っ
て
い
る(58

)
︒
陳
宏
謀
の
下
で
按
察
(
と
し
て
働
い
た
馬
金
門
も
軍
液
犯

た
ち
が
法
を
無
視
し
て
い
る
と
上
奏
し
た(59

)
︒
陳
宏
謀
の
問
題
�
識
は
︑
當
時
各
地
方
が
共
Q
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

�
液
𠛬
の
目
�
の
一
つ
は
犯
罪
者
を
�
液
し
て
當
該
社
會
の
安
定
を
圖
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
も
し
犯
罪
者
等
が
他
の
場
	
に
移
さ
れ
︑
そ
こ

で
再
び
罪
を
犯
せ
ば
︑
問
題
の
種
を
他
の
場
	
に
ª
え
替
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
地
方
官
と
し
て
軍
液
犯
が
�
	
で
問
題
を
¢
こ
さ
な
い

よ
う
に
+
�
を
拂
っ
た
の
は
︑
�
液
𠛬
と
い
う
𠛬
罰
の
一
目
�
を
«
成
す
る
た
め
の
地
方
か
ら
の
見
え
な
い
努
力
で
も
あ
っ
た
︒

第
二
�

�
里
表
の
�

�
限
界

內
地
軍
液
犯
の
�
剩
收
容
原
因
の
一
つ
は
︑
�
里
表
の
�

�
限
界
に
も
あ
っ
た
︒
�
里
表
と
は
罪
人
の
原
籍
地
別
に
�
	
を
定
め
た
も
の

で
︑
も
と
も
と
�
代
の
﹃
邦
政
紀
略(60

)
﹄
の
�
里
表
が
(
わ
れ
て
い
た
が
︑
雍
正
三
年

(一
七
二
五
)
に
﹁
閏
軍
地
方
﹂
の
律
が
制
定
さ
れ
る
と
︑

こ
れ
が
基
準
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
律
で
は
�
	
を
省
ま
で
し
か
決
め
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
同
八
年
﹃
軍
衞
�
里
表
﹄
が
作
ら
れ
︑
乾

隆
八
年

(一
七
四
三
)
に
欽
定
さ
れ
た
︒
以
後
︑
衞
	
廢
止
に
よ
っ
て
﹃
欽
定
五
軍
�
里
表
﹄
と
名
稱
が
變
わ
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
︑
大
き
な

變
�
無
し
に
淸
末
ま
で
續
い
た(61

)
︒

『大
淸
律
例
﹄﹁
徒
液
�
徙
地
方
﹂
の
條
例
に
は
︑
軍
液
犯
の
�
液
執
行
の
手
續
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
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各
省
か
ら
軍
液
犯
を
1
る
場
合
︑
廣
西
土
司
	
屬
の
地
方
は

(罪
人
を
)
1
っ
て
安
置
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
廣
東
の
瓊
州
府
・
連
州
の
	

屬
お
よ
び
四
川
・
湖
南
の
苗
民
の
い
る
州
縣
は
︑
i
撫
衙
門
に
1
っ
た
上
で
地
方
の
Z
形
に
照
ら
し
て
融
�
し
て
1
り
︑
苗
民
と
一
緖
に

居
さ
せ
な
い
︒
そ
の
他
は
皆
︑
軍
液
�
里
表
內
の
1
る
べ
き
省
に
よ
る
が
︑
府
州
ま
で
指
定
す
る
必
�
は
な
い
︒
1
ら
れ
る
省
の
督
撫
が

罪
名
を
量
り
︑
軍
液
�
里
表
に
照
ら
し
て
︑
州
縣
の
大
小
・
[
�
︑
�
	
の
軍
液
犯
の
多
寡
を
|
量
し
て
均
等
に
1
る
︒
1
る
側
の
省
は

豫
め
行
き
先
の
省
の
i
撫
に
吿
知
す
る
︒
E
入
側
で
は
先
に
�
	
を
決
め
︑
入
境
後
�
初
の
驛
站
が
あ
る
州
縣
に
知
ら
せ
︑
罪
人
が
着
け

ば
�
	
に
1
る
︒
押
1
の
兵
�
に
は
﹁
某
省
に
1
り
︑
入
境
後
�
初
の
驛
站
は
某
州
縣
で
あ
る
︒
決
め
ら
れ
た
�
り
の
�
	
に
押
1
し
︑

兵
�
を

却
し
提
出
す
る
﹂
と
い
う
�
字
を
記
入
す
る(62

)
︒

i
撫
は

︱
︱
京
師
の
場
合
は
兵
部(63

)

︱
︱

1
り
先
の
省
を
定
め
て
そ
の
i
撫
に
咨
�
を
1
る
︒
後
者
は
�
里
表
に
書
い
て
あ
る
府
州
の
う

ち
︑
安
置
に
�
切
な
府
州
を
®
ぶ
︒
そ
し
て
︑
1
付
側
が
E
け
入
れ
側
の
省
內
に
入
境
し
た
時
の
�
初
の
驛
站
が
あ
る
州
縣
に
�
	
の
位
置
を

�
知
し
︑
i
撫
衙
門
を
經
由
せ
ず
�
	
に
罪
人
を
1
る
︒

�
里
表
が
ど
の
よ
う
に
(
わ
れ
た
の
か
を
︑
江
蘇
省
太
倉
州
の
軍
犯
が
1
ら
れ
る
場
合
に
卽
し
て
見
て
み
よ
う
︒
嘉
慶
﹃
欽
定
五
軍
�
里

表
﹄
卷
二
の
中
の
當
該
州
の
項
目
を
見
る
と
︑﹁
附
�
﹂﹁
�
邊
﹂﹁
邊
[
﹂﹁
極
邊
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
︑
8
離
に
應
じ
た
東
西
南
北
の
州

縣
名

(複
數
)
が
記
さ
れ
る

(﹁
U
瘴
﹂
は
そ
の
對
象
地
で
あ
る
廣
東
・
廣
西
・
雲
南
・
貴
州
四
省
が
西
南
に
位
置
し
て
い
る
の
で
︑
方
角
別
に
は
営
べ
ら
れ

て
い
な
い
)
︒
複
數
の
場
	
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
中
に
罪
人
と
關
わ
り
の
あ
る
場
	
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
を
想
定
し
た
の
で
あ
ろ

う(
64
)

︒太
倉
州
の
場
合
︑﹁
附
�
﹂
の
東
の
項
目
に
は
﹁
海
に
塞
が
れ
二
千
里
に
足
り
な
い
﹂
と
あ
り
︑
南
は
福
円

(一
か
	
)
︑
西
は
河
南

(五
か

	
)
︑
北
は
山
東

(五
か
	
)
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹁
�
邊
﹂
と
な
る
と
︑
南
も
8
離
不
足
と
な
る
︒
北
へ
二
千
五
百
里
行
く
と
直
隸
だ
が
︑

こ
こ
は
軍
液
犯
の
�
置
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
西

(陝
西
省
)
し
か
殘
ら
な
い
︒﹁
極
邊
﹂
で
あ
れ
ば
︑﹁
西
﹂
は
甘
肅
省
に
な
る
︒

軍
液
犯
の
�
置
を
各
省
の
任
�
で
決
め
る
の
で
な
く
﹁
�
里
表
﹂
に
よ
っ
た
こ
と
は
︑
王
雲
紅
が
指
摘
す
る
よ
う
に
合
理
�
と
,
價
で
き
る
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か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
處
罰
の
均
等
性
に
止
ま
る
こ
と
で
︑
司
法
一
線
の
立
場
で
は
柔
軟
な
對
應
を
阻
碍
す
る
側
面
も
あ
っ
た
︒

乾
隆
十
八
年

(一
七
五
三
)
の
四
川
按
察
(
周
琬
の
上
奏
を
み
る
と
︑
一
部
地
域
へ
の
罪
人
の
集
中
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

寧
[
府
の
會
理
州
・
茂
州
0
び
松
潘
衞
・
打
²
爐
等
處
は
苗
疆
に
あ
り
ま
す
が
︑
廣
西
の
梧
州
︑
貴
州
の
石
阡
・
銅
仁
・
都
勻
・
¨
越
・

³
義
等
府
の
液
犯
は
皆
寧
[
の
一
府
に
1
ら
れ
ま
す
︒
そ
し
て
廣
東
の
´
慶
︑
湖
南
の
永
順
︑
雲
南
の
澂
江
等
府
の
液
犯
は
皆
茂
州
の
一

州
に
1
ら
れ
ま
す
︒
U
瘴
に
發
す
べ
き
軍
犯
に
關
し
て
は
︑
四
川
;
體
に
U
瘴
が
な
い
た
め
︑
舊
例
�
り
;
て
極
邊
の
松
潘
衞
・
會
理

州
・
保
縣
・
打
²
爐
を
U
瘴
に
見
な
し
て
い
ま
す
︒
各
省
か
ら
到
着
し
た
軍
犯
で
極
邊
0
び
U
瘴
に
閏
軍
す
べ
き
者
は
︑
;
て
こ
の
四
か

	
だ
け
に
1
ら
れ
る
の
で
︑
年
々
增
え
積
も
っ
て
︑
軍
液
犯
が
益
々
多
く
な
っ
て
い
ま
す(65

)
︒

こ
れ
は
四
川
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
︒
乾
隆
五
十
二
年
︑
福
円
の
九
府
二
州
に
安
置
し
た
軍
液
�
犯
一
八
二
三
名
の
う
ち
︑
福
州
府
一

府
に
四
七
五
名
が
集
中
す
る
一
方
で
︑
あ
る
州
縣
に
は
少
な
い
と
い
う
不
均
衡
も
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
署
按
察
(
戚
蓼
生
は
�
液
時
の
各
州
縣

の
狀
況
に
よ
り
︑
罪
人
を
均
等
に
1
っ
た
上
で
︑
州
縣
內
で
は
管
理
し
易
い
市
街
や
人
家
の
多
い
場
	
に
$
ま
せ
る
こ
と
を
�
張
し
た(66

)
︒
�
里

表
指
定
の
�
	
以
外
に
は
罪
人
を
安
置
で
き
な
い
た
め
︑
州
縣
の
中
で
管
理
し
易
い
場
	
へ
1
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

一
部
州
縣
へ
の
軍
液
犯
の
收
容
が
¶
重
し
た
原
因
の
一
つ
は
︑
�
里
表
の
�

�
限
界
に
も
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
�
営
し
た
直
隸
の
他
に
も
︑

東
北
・
怨
疆
0
び
西
南
の
苗
疆
な
ど
の
免
�
地
域
が
存
在
し(67

)
︑
ま
た
原
籍
地
の
立
地
に
よ
っ
て
︑
東
西
南
北
の
う
ち
一
二
の
方
向
し
か
罪
人
を

1
れ
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
複
數
の
�
	
を
用
�
し
て
も
︑
E
入
側
の
省
か
ら
す
れ
ば
®
擇
の
餘
地
が
な
い
場
合
も
あ
っ

た
︒
�
揭
の
太
倉
州
の
ケ
ー
ス
を
再
び
取
り
上
げ
る
と
︑﹁
附
�
閏
軍
﹂
の
場
合
︑
西
・
南
・
北
に
そ
れ
ぞ
れ
�
	
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
う
ち
ど
の
省
へ
罪
人
を
1
る
か
は
江
蘇
i
撫
の
權
限
に
屬
し
︑
福
円
省
へ
1
る
よ
う
に
決
め
れ
ば
︑
福
円
で
は
候
補
地
が
た
だ
古
田
縣
の

一
縣
で
あ
っ
た
た
め
︑
福
円
i
撫
は
古
田
縣
に
1
る
し
か
な
く
な
る
︒
當
縣
の
軍
液
犯
が
�
剩
收
容
さ
れ
て
い
て
も
︑
他
に
ど
う
し
よ
う
も
な

か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
問
題
は
︑
四
川
と
福
円
に
限
ら
な
れ
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
�
里
表
は
︑
地
方
の
實
狀
を
反
映
し
て
�
	
が
S
怨
さ
れ
る
と
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は
い
え
︑
變
�
す
る
地
方
の
狀
況
に
合
わ
せ
て
す
ぐ
に
改
訂
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る(68

)
︒
地
方
側
で
は
規
則
の
範
圍
內
で
軍
液
犯
の
管
理
を

改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
�

赦
免
を
�
じ
て
の
�
剩
解
�
の
努
力

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
;
て
の
軍
液
犯
を
州
縣
が
擔
當
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
︑
管
理
・
�
剩
收
容
の
問
題
が
深
刻
�
し
て
い
た
︒

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
淸
-
が
施
し
た
�
も
興
味
深
い
措
置
は
︑
�
液
犯
を
赦
免
し
て
地
方
の
軍
液
犯
の
數
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
方
法
は
︑
漢
代
で
肉
𠛬
の
廢
止
以
後
︑
𠛬
罰
執
行
の
l
擔
解
�
の
た
め
に
赦
免
を
し
ば
し
ば
實
施

し
た
こ
と(69

)
に
似
て
い
る
︒

赦
免
の
�
義
の
一
つ
は
︑
宇
宙
秩
序
の
荏
�
者
と
し
て
の
皇
#
の
權
威
を
再
確
@
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
�
�
代
中
國
の
𠛬
法
に
お
け
る
罪
目

や
𠛬
罰
の
�
成
は
︑
皇
#
の
命
令
の
集
積
で
あ
り
︑
皇
#
は
�
\
P
決
者
と
し
て
の
權
限
を
保
持
し
た
︒
皇
#
は
あ
る
行
爲
を
罪
と
し
て
規
定

で
き
る
一
方
で
︑
あ
る
罪
人
の
犯
罪
行
爲
に
對
す
る
罰

(罪
)
を
取
り
�
す
こ
と
も
で
き
た
︒
�
�
代
の
中
國
𠛬
法
の
觀
念
上
で
は
︑
罪
人
を

赦
免
す
る
權
利
は
皇
#
が
獨
占
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
皇
#
の
記
念
日
や
氣
象
衣
變
︑
瑞
祥
な
ど
に
應
じ
て
下
さ
れ
た
赦
免
は
︑
宇
宙
秩
序
の

�
宰
者
と
し
て
の
皇
#
の
權
威
を
象
¹
し
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
頻
繁
な
赦
免
は
法
の
嚴
正
性
を
»
す
︒
法
家
の
古
典
に
も
𠛬
罰
を
そ
の
ま
ま
實
行
す
る
こ
と
を
强
{
し
て
お
り(70

)
︑
'
太
宗

が
不
赦
を
闡
�
し
た
上
諭
も
確
@
で
き
る(71

)
︒
そ
し
て
︑
�
淸
時
�
に
至
っ
て
赦
免
の
頻
度
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
を
考
え
る
と(72

)
︑
軍
液
犯
の

み
を
對
象
と
す
る
赦
免
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
例
外
�
な
事
象
で
あ
る
と
言
え
る
︒
こ
れ
は
︑
淸
-
が
內
地
軍
液
犯
の
�
剩
收
容
の
深
刻
性
を
@

知
し
て
︑
そ
の
解
決
を
圖
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

も
と
も
と
赦
免
は
軍
液
犯
に
限
っ
て
と
り
わ
け
嚴
格
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒
赦
免
が
發
表
さ
れ
た
時
︑
秋
審
を
反
復
し
た
長
�
未
決
囚
が
赦

免
さ
れ
る
こ
と
は
頻
繁
だ
っ
た
が
︑
軍
液
犯
の
場
合
︑
�
	
到
着
後
は
赦
免
の
對
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た(73

)
︒
ま
た
︑
到
着
後
は
赦
免
に
な
ら
な
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い
こ
と
を
知
る
軍
液
犯
が
�
	
に
向
か
う
の
を
遲
ら
せ
る
の
を
防
ぐ
た
め
︑
定
め
ら
れ
た
�
日
を
越
え
れ
ば
赦
免
の
對
象
外
と
し
て
い
た(74

)
︒

こ
の
よ
う
な
狀
況
を
考
慮
す
る
と
︑
乾
隆
十
年

(一
七
四
五
)
の
湖
北
i
撫
晏
斯
盛
の
提
案
は
か
な
り
破
格
の
も
の
で
あ
る
︒

罪
人
の
分
發
に
つ
い
て
︑
養
濟
院
に
入
れ
る
べ
き
者
で
原
�
の
各
州
縣
に
歸
さ
せ
る
場
合
以
外
の
一
切
の
少
壯
の
軍
犯
は
︑
⁝
(中
略
)⁝

省
;
體
に
か
け
て
府
・
廳
・
州
・
縣
の
佐
雜
の
各
衙
門
に
一
・
二
人
ず
つ
均
し
く
分
發
し
︑
水
草
夫
役
に
閏
て
每
日
口
糧
銀
二
分
を
荏
給

す
る
よ
う
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
軍
戶
に
入
れ
る
舊
制
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
差
役
の
趣
旨
は
失
わ
れ
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
︑
五

年
・
十
年
と
靜
か
に
改
�
し
て
生
ま
れ
變
わ
れ
ば
︑
原
籍
へ
の
歸
]
を
題
奏
し
︑
(
ま
た
罪
を
犯
し
)
再
び
�
液
す
る
場
合
は
︑
加
等
し
て

處
罰
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
各
地
の
軍
犯
は
常
に
一
・
二
人
に
止
ま
り
︑
地
方
を
騷
が
す
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
ず
︑
罪
人
た
ち
も
身
を
保

;
し
︑
改
�
し
て
善
良
に
な
る
で
し
ょ
う(75

)
︒

提
案
の
�
旨
は
二
つ
あ
る
︒
ま
ず
︑
軍
犯
を
淸
初
と
同
樣
に
差
役
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
一
定
�
限
後
罪
人
が
改
�
す
れ
ば
︑

原
籍
に
歸
]
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒

乾
隆
#
は
晏
斯
盛
の
提
案
に
修
正
を
加
え
︑
乾
隆
十
一
年
・
四
十
三
年
に
�
	
の
軍
液
犯
を
赦
免
し
た
が
︑
二
囘
と
も
�
	
に
十
年
以
上
い

て
﹁
安
分
守
法
﹂
し
て
い
る
者
を
對
象
に
し
て
い
た(76

)
︒
そ
の
う
ち
︑
四
十
三
年
の
上
諭
で
は
﹁
乾
隆
十
一
年
に
{
査
し
て
處
理
し
た
後
長
年
が

經
�
し
︑
各
省
か
ら
�
	
に
1
ら
れ
た
罪
人
が
漸
增
し
て
い
る
﹂
と
営
べ
て
い
て
︑
赦
免
の
本
當
の
�
圖
が
窺
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
囘
に
わ

た
る
軍
液
犯
の
赦
免
は
︑
�
剩
收
容
を
解
�
す
る
と
い
う
實
務
�
な
目
�
の
た
め
で
あ
っ
た(77

)
︒

乾
隆
五
十
五
年
は
乾
隆
#
の
八
十
歲
に
當
っ
て
い
た
︒
乾
隆
#
は
臣
下
0
び
長
壽
の
老
人
へ
の
賞
與
を
含
め
︑
上
記
の
條
件
を
滿
た
す
軍
液

犯
の
赦
免
を
命
じ
た(78

)
︒
八
十
歲
の
祝
賀
に
際
し
て
特
別
な
措
置
を
¿
じ
た
點
は
︑
當
時
-
廷
が
內
地
の
軍
液
犯
問
題
を
相
當
�
度
に
�
識
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
︒

こ
の
よ
う
な
軍
液
犯
の
赦
免
は
そ
の
後
の
大
赦
に
も
一
つ
の
定
例
と
し
て
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
嘉
慶
元
年

(一
七
九
六
)
︑
卽
位
祝
賀

の
大
赦
の
際
に
は
﹁
三
年
以
上
�
	
で
安
分
守
法
し
た
軍
液
犯
﹂
を
釋
放
し
囘
籍
を
命
じ
た(79

)
︒
そ
の
後
︑
�
光
#
・
咸
豐
#
の
卽
位
時
は
も
ち
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ろ
ん
︑
宣
瓜
#
の
卽
位
大
赦
の
際
に
も
同
樣
な
�
句
が
記
さ
れ
て
い
た(80

)
︒
か
つ
て
赦
免
の
例
外
で
あ
っ
た
�
	
の
軍
液
犯
が
赦
免
の
事
例
の
中

に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
�
義
が
あ
る
が
︑
條
件
が
三
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
內
地
軍
液
犯
の
�
剩
收
容
抑
止
と
い

う
目
�
が
强
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

軍
液
犯
を
一
定
�
閒
後
に
赦
免
す
る
こ
と
は
︑
彼
ら
の
�
剩
收
容
を
解
決
す
る
た
め
に
淸
-
が
施
し
た
一
策
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
�
剩
收
容

が
本
格
�
し
た
乾
隆
年
閒
に
始
ま
り
︑
嘉
慶
元
年
に
三
年
以
上
�
	
で
安
分
守
法
し
た
軍
液
犯
を
赦
免
し
た
後
︑
事
實
上
淸
-
の
定
例
に
な
っ

た
︒
淸
-
は
閏
軍
と
液
𠛬
を
實
𠛬
と
し
て
維
持
す
る
た
め
︑
そ
の
J
罰
�
素

︱
︱
[
方
に
1
る
こ
と
と
無
�
𠛬
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
中
國

傳
瓜
の
�
液
𠛬
か
ら
見
る
と
(
役
す
る
こ
と
︱
︱

の
う
ち
︑
無
�
𠛬
と
(
役
と
い
う
J
罰
�
素
を
一
部
放
棄
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

淸
代
に
は
液
𠛬
が
實
𠛬
と
し
て
執
行
さ
れ
︑
閏
軍
も
﹁
液
𠛬
�
﹂
さ
れ
た
う
え
に
︑
軍
犯
と
液
犯
を
共
に
州
縣
が
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
た
め
內
地
軍
液
犯
の
管
理
問
題
が
5
上
し
︑
特
に
そ
の
�
剩
收
容
が
問
題
と
な
っ
た
︒
淸
代
;
般
に
わ
た
っ
て
︑
軍
液
犯
の
�
切
な
管
理

に
-
廷
や
地
方
は
多
樣
な
努
力
を
拂
っ
た
も
の
の
︑
問
題
の
本
質
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
液
𠛬
を
實
𠛬
と
す
る
こ
と
を
~
け
て
閏

軍
を
重
視
し
た
�
代
と
は
A
っ
て
︑
淸
-
が
'
律
當
時
の
五
𠛬
制
度
を
そ
の
ま
ま
貫
園
し
た
う
え
︑
閏
軍
を
も
�
代
の
ま
ま
E
け
入
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
︒

�
代
に
定
立
さ
れ
た
閏
軍
が
淸
代
の
實
狀
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
制
上
で
は
維
持
さ
れ
た
結
果
︑
�
代
閏
軍
の
目
�

︱
︱
軍
役
と
し
て
(
役
す
る
こ
と
︑
死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
犯
罪
豫
防
に
F
す
る
こ
と
︱
︱

は
À
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
︒
し
か

し
︑
淸
-
は
閏
軍
の
改
革
に
�
極
�
で
あ
り
︑
制
度
を
維
持
す
る
た
め
�
小
限
の
修
正
を
施
し
た
︒
沈
家
本
は
�
液
𠛬
︑
特
に
閏
軍
に
對
處
す

る
淸
-
の
Á
勢
を
`
の
よ
う
に
批
P
し
た
︒

閏
軍
の
法
が
�
代
と
衣
な
る
の
が
か
く
の
ご
と
く
で
あ
り
︑
旣
に
立
法
の
初
�
を
失
っ
た
︒
そ
の
行
き
詰
る
こ
と
も
印
か
く
の
ご
と
く
で
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あ
り
︑
法
を
用
い
る
原
則
と
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
︒
初
�
を
失
っ
た
の
を
﹁
無
法
﹂
と
謂
い
︑
原
則
と
の
乖
離
を
﹁
非
法
﹂
と
謂
う
︒

﹁
無
法
﹂
と
﹁
非
法
﹂
を
二
百
數
十
年
踏
襲
し
な
が
ら
︑
法
と
し
て
奉
じ
︑
變
�
や
是
正
を
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
し
難
い(81

)
︒

淸
-
は
な
ぜ
﹁
無
法
﹂
で
あ
り
﹁
非
法
﹂
で
あ
っ
た
閏
軍
を
改
革
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
閏
軍
が
獨
立
の
𠛬
罰
で
は
な
く
︑

�
液
𠛬
;
體
と
結
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
閏
軍
は
よ
り
[
い
場
	
に
罪
人
を
1
る
も
う
一
つ
の
液
𠛬
に
變
じ
︑
液
𠛬
・
發
�
と
と
も
に

死
𠛬
よ
り
一
等
下
位
の
重
𠛬
と
し
て
法
制
の
中
に
根
强
く
位
置
附
け
ら
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
閏
軍
が
も
た
ら
し
た
矛
盾
を
解
�
す
る
に
は
︑

�
液
𠛬
;
般
を
改
革
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
結
局
︑
淸
代
�
液
𠛬
の
本
質
�
な
難
題

︱
︱
J
罰
�
素
の
q
さ
︑
無
�
𠛬
と
い
う
特
性
︑
持

續
�
な
管
理
の
必
�

︱
︱

は
︑
一
九
一
一
年
に
怨
し
い
𠛬
法
が
制
定
さ
れ
た
時
︑
�
液
𠛬
の
廢
止
と
い
う
形
で
よ
う
や
く
解
�
で
き
た
の
で

あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
限
界
を
持
つ
�
液
𠛬
は
︑
淸
-
が
相
續
し
た
中
國
歷
�
の
經
驗
と
矛
盾
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
淸
-
は
整
備
さ
れ
た
𠛬
法
や
行
政

制
度
︑
地
方
組
織
な
ど
と
同
時
に
︑
從
來
か
ら
の
難
題
も
讓
り
E
け
た
︒﹁
十
惡
﹂
の
よ
う
な
�
德
律
に
ま
で
𠛬
法
が
Â
Ã
す
る
古
代
の
法
治

觀
念(

82
)

と
︑
人
口
の
增
加
や
社
會
の
變
�
に
�
應
で
き
な
い
停
滯
し
た
地
方
瓜
治
の
仕
組
み
の
上
で
︑
淸
-
が
®
擇
で
き
る
�
と
は
︑
�
小
限
の

修
正
を
行
う
こ
と
し
か
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒

一
般
�
に
︑
淸
代
の
𠛬
制
は
�
代
の
そ
れ
を
E
け
繼
ぎ
︑
そ
れ
を
完
成
し
た
と
言
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
淸
-
獨
自
の
旗
人
對
象
の
條

例
や
衣
民
族
法
案
の
存
在
を
と
り
あ
げ
て
反
�
す
る
向
き
も
あ
る
︒
し
か
し
十
八
世
紀
の
軍
液
犯
�
剩
問
題
に
取
り
組
む
淸
-
の
Á
勢
は
︑
む

し
ろ
中
國
の
傳
瓜
𠛬
法
の
守
護
者
に
Ä
似
し
て
い
る
︒
淸
-
の
司
法
政
策
に
お
い
て
︑
そ
の
�
提
に
な
っ
た
の
は
︑
�
代
の
𠛬
制
︑
そ
し
て
中

國
傳
瓜
𠛬
制
の
維
持
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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�(1
)

滋
賀
秀
三
﹃
中
國
法
制
�
論
集
﹄
創
�
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
三
一

四
～
三
一
九
頁
︒

(2
)

尤
韶
華
は
�
代
と
淸
代
の
閏
軍
を
對
照
し
︑
兩
方
の
性
質
が
完
;

に
衣
な
る
と
し
て
︑
淸
代
に
は
閏
軍
さ
れ
た
罪
人
を
軍
役
と
し
て
(

わ
な
か
っ
た
こ
と
を
强
{
す
る

(﹁
�
淸
閏
軍
同
衣
考
﹂
楊
一
凡
總

�
H
・
蘇
亦
工
本
卷
�
H
﹃
中
國
法
制
�
考
證
﹄
甲
H
第
七
卷
︑
中

國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)︒
張
鐵
綱
は
官
員
・
旗
人
・

少
數
民
族
・
民
人
・
奴
婢
な
ど
の
衣
な
る
犯
罪
�
體
に
よ
っ
て
�
液

𠛬
が
�
用
さ
れ
る
樣
相
を
分
析
し
た

(﹁
淸
代
液
放
制
度
初
探
﹂﹃
歷

�
檔
案
﹄
一
九
八
九
年
三
�
)︒
王
雲
紅
は
︑
中
國
の
傳
瓜
𠛬
法
體

系
の
上
で
淸
代
の
�
液
𠛬
を
考
察
し
︑
�
里
表
に
基
づ
い
た
淸
代
の

�
	
®
定
を
合
理
�
と
高
く
,
價
し
た
︒
特
に
︑
時
閒
や
場
	
︑
罪

人
の
性
格
な
ど
を
考
慮
し
て
�
液
𠛬
を
執
行
す
る
發
�
を
﹁
封
円
法

體
系
の
發
展
の
�
高
峰
に
あ
る
�
液
𠛬
﹂
と
し
て
営
べ
た

(﹁
論
淸

代
軍
液
︽
�
里
表
︾﹂﹃
歷
�
檔
案
﹄
二
〇
一
二
年
二
�
︑﹁
淸
代
發

�
𠛬
論
略
﹂﹃
蘭
臺
世
界
﹄
二
〇
一
一
年
二
二
�
)︒
そ
の
他
に
も
︑

法
制
�
の
槪
說
に
淸
代
の
�
液
𠛬
に
言
0
し
た
も
の
と
し
て

D
e
rk

B
o
d
d
e

a
n
d

C
la
re
n
ce

M
o
rris,
L
a
w

in

Im
p
eria
l
C
h
in
a

(
H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
6
7
)︑
滋
賀
�
揭
+

(1
)
書
が

あ
る
︒

(3
)

Jo
a
n
n
a
W
a
le
y
-
C
o
h
e
n
は
淸
代
ë
ば
の
�
液
𠛬
を
分
析
し
︑
怨

疆
へ
の
發
�
を
淸
-
が
�
圖
し
た
邊
境
開
發
政
策
の
一
ì
と
し
て
捉

え
た
︒
(
Jo
a
n
n
a
W
a
le
y
-
C
o
h
e
n
,
E
xile
in
M
id
-
Q
in
g
C
h
in
a
,

Y
a
le
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
1
)︒
川
久
保
悌
郞
は
︑
淸
代
の
�
	

が
邊
境
地
帶
の
擴
大
や
怨
し
い
地
域
を
經
營
す
る
必
�
に
應
じ
て
變

�
し
た
と
す
る

(﹁
淸
代
に
於
け
る
邊
疆
へ
の
罪
徒
�
液
に
つ
い

て
：
淸
-
の
液
𠛬
政
策
と
邊
疆

そ
の
一
﹂﹃
弘
�
大
學
人
�
社
會
﹄

一
五
︑
一
九
五
八
年
)︑
﹁
淸
代
滿
州
の
邊
疆
社
會
：
淸
-
の
液
𠛬
政

策
と
邊
疆

そ
の
二
﹂﹃
同
﹄
二
七
︑
一
九
六
二
年
)
︒
P
e
te
r
C
.

P
e
rd
u
e
の
見
解
も
こ
れ
に
似
て
︑
淸
-
が
怨
疆
の
屯
田
を
�
じ
て

#
國
の
安
定
�
な
荏
�
を
圖
り
︑
發
�
に
處
さ
れ
た
罪
人
た
ち
こ
そ

邊
境
に
移
$
さ
せ
る
�
�
の
對
象
で
あ
っ
た
と
す
る

(
“
T
h
e

A
g
ra
ria
n
B
a
sis
o
f
Q
in
g
E
x
p
a
n
sio
n
in
to
C
e
n
tra
l
A
sia
”
(劉

X
溶
・
石
守
�
共
�
H
﹃
經
濟
�
︑
都
市
�
�
與
物
質
�
�
﹄︑
中

央
硏
究
院
歷
�
言
語
硏
究
	
︑
二
〇
〇
二
年
)
,
C
h
in
a
M
a
rch
es

W
est
:
T
h
e
Q
in
g
C
o
n
q
u
est
o
f
C
en
tra
l
E
u
ra
sia
(
B
e
lk
n
a
p

P
re
ss
o
f
H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
2
0
0
5
)︒
楊
合
義
と
任
樹

民
は
︑
邊
境
に
1
ら
れ
た
罪
人
た
ち
が
邊
境
社
會
に
0
ぼ
し
た
影
)

に
つ
い
て
硏
究
し
た

(
楊
合
義
﹁
淸
代
東
三
省
開
發
の
先
驅
者
：
液

人
﹂
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
三
二
卷
第
三
號
︑
一
九
七
三
年
︑
任
樹
民

﹁
淸
代
西
部
另
類
移
民
︱
︱
軍
犯
﹂﹃
靑
海
師
專
學
報
﹄
二
〇
〇
六

年
六
�
)︒
王
希
隆
は
漢
'
以
來
歷
代
王
-
が
試
み
て
き
た
西
北
の

屯
田
が
︑
淸
代
に
至
り
�
も
成
功
し
た
の
は
︑
兵
士
・
徙
民
・
�
犯

(發
�
に
處
さ
れ
1
ら
れ
た
罪
人
)
・
囘
民
な
ど
の
動
員
を
�
じ
︑
勞

働
力
が
確
保
さ
れ
た
か
ら
だ
と
す
る

(﹃
淸
代
西
北
屯
田
硏
究
﹄
蘭

州
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
)
︒

― 60 ―

610



(4
)

拙
稿
﹁
18
세
기

淸
-
의

軍
液
犯

관
리
와

怨
疆
으
로
의

發
�

(十
八
世
紀
淸
-
の
軍
液
犯
管
理
と
怨
疆
へ
の
發
�
)﹂﹃
�
淸
�
硏

究
﹄
第
四
十
五
卷
︑
二
〇
一
六
年
︒

(5
)

淸
代
の
閏
軍
に
は
﹁
附
�
閏
軍
﹂﹁
�
邊
閏
軍
﹂﹁
邊
[
閏
軍
﹂

﹁
極
邊
閏
軍
﹂﹁
U
瘴
閏
軍
﹂
の
五
等
:
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
原
籍
地

か
ら
二
千
里
・
二
千
五
百
里
・
三
千
里
・
四
千
里
8
離
の
地
域
︑
0

び
U
瘴
地
區
に
1
ら
れ
た
︒

(6
)

沈
家
本
は
︑
王
�
德
﹃
讀
律
佩
觿
﹄
の
閏
軍
�
代
開
始
說
に
反
�

し
︑
閏
軍
の
¢
源
を
h
っ
て
敍
営
し
た

(﹃
閏
軍
考
﹄
閏
軍
考
上
)︒

(7
)

于
志
嘉
は
︑
軍
人
の
缺
員
補
閏
と
︑
!
軍
の
捕
獲
が
�
初
に
お
け

る
兵
部
の
二
大
作
業
と
す
る

(﹃
�
代
軍
戶
世
襲
制
度
﹄
臺
灣
學
生

書
局
︑
一
九
八
七
年
︑
五
〇
頁
)︒

(8
)

洪
武
三
十
年
の
閏
軍
關
係
條
目
二
八
箇
條
は
︑
名
例
律
﹁
�
武
官

犯
私
罪
﹂﹁
軍
官
軍
人
犯
罪
免
徒
液
﹂﹁
殺
�
軍
人
﹂﹁
在
京
犯
罪
軍

民
﹂︑
�
律
﹁
®
用
軍
職
﹂﹁
官
員
襲
蔭
﹂︑
戶
律
﹁
人
戶
以
籍
爲
定
﹂

﹁
私
刱
庵
院
0
私
度
僧
�
﹂﹁
隱
p
差
役
﹂︑
兵
律
﹁
宮
殿
門
擅
入
﹂

﹁
從
駕
稽
A
﹂﹁
關
防
內
(
出
入
﹂﹁
門
禁
�
鑰
﹂﹁
擅
{
官
軍
﹂﹁
軍

人
替
役
﹂﹁
�
將
不
固
守
﹂﹁
縱
軍
擄
掠
﹂﹁
不
操
練
軍
士
﹂﹁
私
賣
戰

馬
﹂﹁
私
賣
軍
器
﹂﹁
縱
放
軍
人
歇
役
﹂﹁
公
侯
私
役
軍
官
﹂﹁
從
征
守

禦
官
軍
!
﹂﹁
詐
冐
給
路
引
﹂﹁
遞
1
!
軍
妻
女
出
城
﹂︑
𠛬
律
﹁
誣

吿
閏
軍
0
�
徙
﹂﹁
私
收
公
侯
財
物
﹂﹁
稽
留
囚
徒
﹂
で
あ
り
︑
そ
の

內
﹁
私
刱
庵
院
0
私
度
僧
�
﹂﹁
隱
p
差
役
﹂
の
律
の
み
が
︑
犯
罪

內
容
が
軍
人
と
關
わ
ら
な
い
︒

(9
)

吳
艷
紅
は
︑
洪
武
當
時
の
閏
軍
が
軍
人
に
と
っ
て
は
輕
く
︑
一
般

人
に
は
重
い
𠛬
罰
で
あ
っ
た
と
す
る

(﹁
�
代
液
𠛬
考
﹂﹃
歷
�
硏

究
﹄
二
〇
一
一
年
二
二
�
︑
三
四
頁
)︒

(10
)

條
例
の
內
容
を
分
析
し
て
み
て
も
︑
軍
人
と
關
わ
ら
な
い
行
爲
を

處
罰
す
る
場
合
が
多
數
確
@
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
王
府
人
役
︑

假
借
威
勢
︑
�
占
民
田
︑
攘
奪
財
物
︑
致
傷
人
命
︑
除
眞
犯
死
罪
外
︑

徒
以
上
︑
閏
軍
邊
衞
﹂﹁
�
職
官
�
・
監
生
・
知
印
・
承
差
︑
E
財

枉
法
︑
至
y
罪
者
︑
閏
軍
附
�
衞
﹂
﹁
卑
幼
毆
�
親
�
長
︑
執
Q
刀

�
趕
殺
︑
Z
狀
兇
惡
者
︑
雖
未
成
傷
︑
發
邊
衞
﹂
﹁
威
�
人
致
死
︑

一
家
三
命
以
上
者
︑
永
[
閏
軍
﹂
な
ど
で
あ
る
︒

(11
)

弘
治
﹃
問
𠛬
條
例
﹄
(
楊
一
凡
・
曲
英
�
本
册
�
H
︑﹃
中
國
珍
稀

法
律
典
籍
集
成
﹄
乙
H
第
二
册
︑
科
學
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
)

﹁
凡
軍
民
諸
色
人
役
・
0
舍
餘
審
Q
力
者
︑
與
�
武
官
�
・
監
生
・

生
員
・
冠
帶
官
・
知
印
・
承
差
・
陰
陽
生
・
醫
生
・
老
人
・
舍
人
︑

不
分
笞
�
徒
液
・
雜
犯
死
罪
︑
俱
令
a
炭
・
a
灰
・
a
磚
・
O
米
・

O
料
等
項
贖
罪
︒
若
官
�
人
等
︑
例
該
革
去
職
役
・
與
軍
民
人
等
審

無
力
者
︑
笞
�
罪
︑
�
決
；
徒
液
・
雜
犯
死
罪
︑
各
做
工
・
擺
站
・

¦
瞭
︒
Z
重
者
︑
¨
鹽
・
炒
鐵
︒
死
罪
︑
五
年
；
液
罪
︑
四
年
；
徒

罪
︑
照
徒
年
限
︒
其
在
京
軍
丁
人
等
無
差
占
者
︑
與
例
難
�
決
之
人
︑

笞
�
亦
令
做
工
﹂
︒

(12
)

滋
賀
�
揭
µ

(
1
)
書
︑
二
三
四
頁
︒

(13
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
に
は
四
三
六
條
の
律
と
一
〇
四
三
條
の

條
例
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
一
つ
の
律
や
條
例
に
は
複
數
の
狀
況

や
量
𠛬
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
︑
𠛬
罰
別
に
關
聯
規
定
を
羅
列
し
た

︿
總
類
﹀
の
項
目
數
は
︑
律
と
條
例
の
條
數
を
上
囘
る
︒

(14
)

口
外
爲
民
と
は
︑
罪
人
を
口
外
地
域
に
1
り
︑
そ
こ
の
民
籍
に
H

入
す
る
𠛬
罰
で
︑
�
代
天
順
年
閒
に
始
ま
る
︒
�
代
の
場
合
︑
北
直
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隸
の
う
ち
長
城
外
の
隆
慶
と
保
安
の
二
州
を
�
	
と
し
た
︒
こ
れ
ら

の
地
域
は
︑
生
活
ì
境
が
嚴
し
か
っ
た
の
で
重
𠛬
を
E
け
た
罪
人
の

�
	
と
し
て
の
�
味
が
あ
っ
た
︒
U
瘴
爲
民
と
は
︑
罪
人
を
熱
帶
の

風
土
病

(
U
瘴
)
が
あ
る
地
區
に
1
り
︑
そ
こ
の
民
籍
に
H
入
す
る

𠛬
罰
で
あ
る
︒
一
般
に
兩
廣
と
雲
貴
の
四
省
の
一
部
地
域
が
𠛬
法
上

の
U
瘴
地
區
に
指
定
さ
れ
た
︒

(15
)

淸
代
の
軍
犯
は
衞
	
の
代
わ
り
に
州
縣
に
1
ら
れ
︑
そ
こ
の
籍
に

H
入
さ
れ
た
が
︑
沈
家
本
は
そ
れ
を
閏
軍
の
本
質
か
ら
の
乖
離
と
し
︑

﹁
淸
代
の
軍
犯
は
歸
屬
す
べ
き
と
こ
ろ

︱
︱
彼
の
理
想
で
は
衞
	

(筆
者
)
︱
︱

が
な
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
表
現
で
淸
代
の
閏
軍
執
行

の
實
狀
を
批
P
し
た
の
で
あ
る
︒

(16
)

『
閏
軍
考
﹄
閏
軍
考
下
︒

(17
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
四
︿
犯
罪
免
發
�
﹀︑﹃
淸
�
稿
﹄
卷

一
四
三
︿
𠛬
法
二
﹀︒

(18
)

林
乾
﹁
淸
代
旗
︑
民
法
律
關
係
�
{
整
︱
︱
以
“
犯
罪
免
發
�
”

律
爲
核
心
﹂﹃
淸
�
硏
究
﹄
二
〇
〇
四
年
一
�
︑
四
一
～
四
二
頁
︒

(19
)

´
木
野
宣
﹁
淸
代
綠
旗
兵
制
の
硏
究
﹂﹃
淸
代
重
�
職
官
の
硏

究
：
滿
漢
�
用
の
;
貌
﹄︑
風
閒
書
!
︑
一
九
七
五
年
︑
三
五
〇
～

三
五
一
頁
︒

(20
)

大
谷
敏
夫
﹁
雍
正
�
を
中
心
と
し
た
淸
代
綠
營
軍
制
に
關
す
る
一

考
察
：
特
に
營
制
・
財
政
問
題
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄

第
三
四
卷
第
三
號
︑
一
九
七
五
年
︑
四
〇
六
～
四
二
〇
頁
︒

(21
)

淸
初
の
著
名
な
幕
友
の
沈
之
奇
が
三
十
年
餘
の
幕
友
生
活
を
�
じ

て
蓄
積
し
た
法
經
驗
と
︑
旣
存
の
µ
律
作
業
の
成
果
が
m
め
ら
れ
︑

淸
代
律
學
輯
µ
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

(﹃
大
淸
律
輯
µ
﹄︑

法
律
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
懷
效
鋒
・
李
俊
﹁
點
校
說
�
﹂
)︒

(22
)

『
大
淸
律
輯
µ
﹄
卷
一
︿
五
𠛬
﹀
﹁
液
之
上
卽
死
罪
矣
︒
其
閏
軍
一

法
︑
乃
是
後
¢
之
例
︒
以
	
犯
Z
重
︑
液
不
足
以
盡
其
罪
︑
印
不
可

卽
坐
以
死
︑
故
今
閏
軍
︒
液
止
[
地
爲
民
︑
\
身
不

︑
軍
則
入
衞

當
差
︑
且
Q
永
[
・
極
邊
・
U
瘴
地
方
者
︒
多
見
於
條
例
︑
而
律
內

亦
閒
Q
之
︑
不
在
五
𠛬
之
列
也
﹂
︒

(23
)

´
木
野
�
揭
µ

(
19
)
書
︑
三
六
九
～
三
七
三
頁
︒

(24
)

光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
二
一
︿
軍
液
﹀︑
雍
正
四
年
︒

(25
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
四
七
︑
乾
隆
二
年
七
n
丙
午
︒

(26
)

『大
淸
律
例
根
原
﹄
卷
三
︿
軍
籍
Q
犯
﹀﹁
臣
等
謹
按
︑
本
-
衞
	
︑

改
隸
州
縣
者
甚
多
︑
應
增
µ
︒
印
﹃
附
籍
﹄
下
﹃
僉
差
﹄
二
字
︑
査

係
�
代
事
例
︒
今
軍
籍
與
民
籍
無
別
︑
竝
非
另
Q
差
役
︑
應
删
﹂︒

(27
)

常
安
﹁
漕
a
總
督
常
安
爲
}
停
a
丁
收
養
軍
液
事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆

-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)
﹂
哈
恩
忠
H
®
︑
﹃
歷
�
檔
案
﹄
二
〇

〇
三
年
四
�
)︑
乾
隆
六
年
︑
﹁
臣
査
︑
各
省
閏
軍
人
犯
︑
每
一
解
到

院
・
司
︑
卽
發
各
衞
査
收
︑
衞
守
備
傳
集
各
伍
旗
丁
公
鬮
︒
鬮
著
某

丁
︑
卽
令
收
管
︒
一
具
收
管
之
後
︑
爲
之
經
營
衣
食
︑
稍
不
當
�
︑

À
致
!
B
︑
則
�
守
之
丁
難
辭
駅
縱
之
罪
︒
初
則
勒
限
W
拿
︑
繼
則

解
審
問
擬
︑
傾
家
蕩
業
︑
E
纍
無
窮
︒
臣
莅
任
後
︑
據
江
南
・
揚
州

等
衞
旗
丁
︑
紛
紛
$
訴
�
來
︒
⁝
(
中
略
)⁝
至
於
現
a
旗
丁
︑
旣
已

身
當
a
差
︑
豈
可
復
責
他
事
﹂
︒

(28
)

�
揭
µ

(
4
)
拙
稿
︑
二
五
〇
頁
︒

(29
)

光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
二
一
︿
軍
液
﹀︑
康
熙
十
一

年
︒

(30
)

安
西
總
兵
官
の
張
嘉
Ú
は
︑
安
西
	
屬
の
衞
	
の
軍
液
犯
を
軍
伍
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に
閏
員
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
︑
雍
正
#
は
︑
彼
ら
は
重
罪
人
な

の
で
管
理
し
難
い
と
拒
否
し
た

(﹃
淸
世
宗
實
錄
﹄
卷
一
二
四
︑
雍

正
十
年
十
n
丙
子
)︒

(31
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
九
二
︑
乾
隆
四
年
五
n
辛
亥
︑﹃
同
﹄
卷
二
一

二
︑
乾
隆
九
年
三
n
甲
子
︒

(32
)

光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
二
一
︿
軍
液
﹀︑
乾
隆
二
十

四
年
︒

(33
)

眞
犯
死
罪
と
も
言
う
︒
實
際
に
死
𠛬
を
執
行
す
る
の
は
重
罪
を
犯

し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
︑
雜
犯
死
罪
は
實
際
に
死
𠛬
が
執
行
さ
れ
ず
︑

下
位
の
段
階
の
𠛬
罰
へ
減
等
︑
あ
る
い
は
贖
罪
と
な
っ
た
︒
眞
犯
死

罪
と
雜
犯
死
罪
と
は
量
𠛬
の
段
階
か
ら
旣
に
區
分
さ
れ
て
い
た
が
︑

滋
賀
秀
三
に
よ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
區
分
が
確
定
さ
れ
た
の
は
�
代

の
﹃
諸
司
職
掌
﹄
が
�
初
で
あ
る

(滋
賀
�
揭
µ

(1
)
書
︑
二
三

〇
～
二
三
二
頁
)︒

(34
)

光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
二
四
︿
贖
𠛬
﹀︑
康
熙
十
九

年
︑﹁
革
職
處
分
等
官
・
0
各
項
人
犯
︑
Q
願
@
修
葺
京
都
城
樓
・

公
署
・
0
倉
庫
・
�
樓
贖
罪
者
︑
除
十
惡
等
實
犯
死
罪
・
奸
細
・
光

棍
・
誣
吿
・
x
�
・
放
火
等
罪
不
准
@
贖
外
︑
其
餘
斬
・
y
重
罪
︑

竝
閏
軍
・
液
・
徙
人
犯
︑
具
z
工
部
︒
査
覈
Z
罪
輕
重
與
例
相
符
具

題
︑
定
限
修
理
︑
完
日
免
罪
﹂︒

(35
)

陶
安
あ
ん
ど
に
よ
る
と
︑
�
代
の
贖
罪
は
︑
罪
を
贖
す
る
こ
と
よ

り
贖
す
る
𠛬
と
し
て
一
種
の
奄
𠛬
で
あ
っ
た

(﹁
中
國
𠛬
罰
�
に
お

け
る
�
代
贖
法
：
'
律
�
﹃
贖
𠛬
﹄
槪
念
と
の
比


﹂﹃
東
洋
�
硏

究
﹄
第
五
七
卷
第
四
號
︑
一
九
九
九
年
︑
一
二
五
～
一
二
七
頁
)︒

(36
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
四
︿
五
𠛬
﹀﹁
贖
𠛬
︹
五
𠛬
中
俱
Q

應
贖
之
款
︑
附
列
於
此
︑
以
�
引
用
︺
；
O
贖
︹
無
力
依
律
決
�
︑

Q
力
照
律
O
贖
︺
；
收
贖
︹
老
幼
・
廢
疾
・
天
�
生
・
0
%
人
折
�
︑

照
律
收
贖
︺
；
贖
罪
︹
官
員
正
妻
・
0
例
難
�
決
・
竝
%
人
Q
力
者
︑

照
律
贖
罪
︺﹂︒

(37
)

捐
贖
が
制
度
�
に
整
備
さ
れ
た
の
は
光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事

例
﹄
卷
七
二
四
︿
贖
𠛬
﹀
に
よ
れ
ば
︑
雍
正
十
二
年
で
あ
る
︒
詳
し

い
手
續
き
は
︑
同
じ
︿
贖
𠛬
﹀
の
乾
隆
二
十
七
年
の
記
事
か
ら
確
@

で
き
る
︒

(38
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
五
︿
閏
軍
地
方
﹀
︒

(39
)

范
弘
賓
﹁
署
理
北
城
i
城
御
�
范
弘
賓
爲
}
除
軍
�
重
犯
兵
部
掛

號
事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)
︑
乾
隆
二
十

四
年
︑﹁
伏
査
︑
軍
・
�
重
犯
︑
𠛬
部
定
擬
之
後
︑
咨
1
兵
部
︑
兵

部
掛
號
之
後
︑
仍
將
軍
犯
帶
囘
𠛬
部
寄
監
︑
俟
¢
�
之
日
︑
兵
部
提

取
發
�
︑
此
定
例
也
︒
⁝
(
中
略
)
⁝
臣
}
敕
下
𠛬
部
︑
嗣
後
軍
・
�

重
犯
︑
𠛬
部
定
擬
之
後
︑
毋
庸
咨
1
兵
部
︑
只
將
應
�
軍
犯
名
姓
︑

開
單
知
照
兵
部
︑
兵
部
亦
毋
庸
點
名
掛
號
︑
徒
滋
�
竇
︑
只
按
𠛬
部

原
單
名
目
登
記
鈐
印
號
'
︑
以
備
査
核
﹂︒

(40
)

�
光
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
四
︿
應
議
者
犯
罪
﹀
條
例
﹁
(
�
略
)⁝
如

Q
二
`
犯
液
︑
或
一
`
犯
徒
︑
一
`
犯
軍
︑
或
三
`
犯
徒
者
︑
均
擬

實
發
盛
京
︒
如
二
`
犯
徒
︑
一
`
犯
液
︑
或
一
`
犯
液
︑
一
`
犯
軍

者
︑
均
擬
實
發
吉
林
︒
如
二
`
犯
軍
︑
或
三
`
犯
液
︑
或
犯
至
�
戍

之
罪
者
︑
均
擬
實
發
黑
龍
江
﹂
︒

(41
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
五
︿
犯
罪
免
發
�
﹀︒

(42
)

『
閏
軍
考
﹄
閏
軍
考
下
︑﹁
至
其
窒
礙
難
�
者
︑
)
Q
數
端
︒
�
不

以
軍
爲
流
罪
之
加
等
︑
隨
事
H
發
︑
故
不
計
�
里
之
[
�
︒
今
旣
以
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軍
爲
液
之
加
等
︑
而
液
三
千
里
者
加
爲
附
�
︑
轉
�
千
里
︑
是
名
爲

加
重
︑
實
則
從
輕
矣
﹂︒

(43
)

薛
允
升
﹃
讀
例
存
疑
﹄
卷
六
︿
閏
軍
地
方
﹀﹁
若
以
爲
滿
液
之
上

罪
無
可
加
︑
不
得
不
示
以
等
差
︑
似
應
專
留
極
邊
足
四
千
里
安
置
一

層
︑
其
餘
附
�
・
�
邊
︑
0
邊
[
・
極
邊
︑
均
行
盈
去
﹂︒

(44
)

『皇
-
�
獻
�
考
﹄
卷
二
〇
五
︿
徒
液
﹀︑
乾
隆
三
十
三
年
︑﹁
液

犯
脫
!
︑
照
軍
犯
脫
!
之
例
︑
遞
行
改
發
︒
至
液
三
千
里
者
︑
發
附

�
閏
軍
︑
免
死
減
等
液
犯
︑
改
發
邊
衞
閏
軍
︒
至
是
︑
廣
西
按
察
(

圖
桑
阿
奏
言
︑
附
�
閏
軍
計
�
止
二
千
里
︑
邊
衞
閏
軍
止
二
千
五
百

里
︒
以
液
三
千
里
之
犯
︑
因
!
加
等
閏
軍
︑
乃
按
�
里


�
︑
未
免

欲
重
反
輕
︒
+
經
部
議
︑
凡
此
等
脫
!
液
犯
︑
改
發
附
�
0
邊
衞
閏

軍
者
︑
俱
就
其
現
�
地
方
︑
計
�
發
�
︒
若
現
�
地
方
應
�
之
	
︑

卽
係
原
籍
相
�
之
處
︑
而
印
地
處
邊
境
再
無
別
處
可
以
改
發
者
︑
仍

從
其
原
籍
改
發
︒
儻
原
籍
改
發
之
	
︑
印


原
�
相
�
︑
則
視
其
拿

獲
地
方
改
發
︑
均
各
照
例
枷
責
﹂︒

(45
)

楊
馝
﹁
爲
敬
陳
一
得
之
患
仰
祈
睿
監
事
﹂
(﹃
宮
中
檔
雍
正
-
奏

Ï
﹄
(國
立
故
宮
-
物
院
︑
一
九
七
八
年
)
)︑
雍
正
九
年
︑﹁
竊
照
問

液
人
犯
︑
原
係
罪
.
於
死
︑
不
忍
𠛬
殺
︑
液
之
[
方
︑
以
昭
矜
恤
︒

我
皇
上
痌
瘝
爲
懷
︑
每
施
法
外
之
恩
︑
免
死
問
液
案
件
︑
;
活
甚
衆
︒

伏
査
此
等
罪
人
︑
雖
犯
案
不
同
︑
大
)
窮
苦
者
居
多
︑
一
經
問
罪
發

�
︑
離
鄕
背
井
︑
廬
舍
俱
無
︑
襟
肘
萬
狀
︒
到
�
之
後
︑
該
里
甲
出

具
收
管
︑
不
得
不
給
以
飮
食
︑
�
以
!
屋
︑
而
其
中
姦
惡
之
輩
︑
輒

向
里
民
橫
行
勒
索
︑
甚
至
於
集
鎭
¦
易
處
	
︑
恃
强
取
討
︑
里
民
恐

其
脫
!
E
責
︑
不
敢
與
爭
︑
只
得
隱
忍
湊
給
︑
久
之
�
慣
成
俗
︑
液

民
悦
視
爲
分
	
應
得
︑
毫
無
1
忌
︑
S
不
別
謀
F
生
︑
是
以
Q
罪
液

民
養
成
2
惰
︑
反
令
無
辜
赤
子
E
纍
無
窮
﹂︒

(46
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
七
八
︑
乾
隆
七
年
十
一
n
丁
巳
︒

(47
)

�
揭
µ

(
4
)
拙
稿
︑
二
五
二
頁
︒

(48
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
四
七
︑
乾
隆
二
年
七
n
丙
午
︑
﹁
印
據
福
円
i

撫
盧
焯
條
陳
︑
各
省
安
插
軍
液
人
犯
︑
多
貧
窮
無
賴
之
徒
︑
不
論
老

少
︑
俱
撥
入
養
濟
院
︑
給
與
口
糧
︑
等
語
︒
⁝
(
中
略
)⁝
今
若
槪
行

撥
院
養
給
︑
伊
輩
2
手
聚
處
︑
必
致
S
生
事
端
︑
甚
屬
非
宜
︒
現
査

閩
省
各
州
縣
︑
Q
驛
遞
之
處
︑
自
Q
一
切
應
用
人
夫
︑
應
4
此
等
少

壯
軍
犯
閏
︑
給
應
得
工
食
︒
其
無
驛
遞
州
縣
︑
令
閏
公
用
役
夫
︑
5

日
給
工
價
︑
地
方
官
�
易
稽
査
︒
再
閩
省
係
沿
海
之
區
︑
安
插
六
省

軍
液
︑
衞
	
久
經
裁
汰
︑
因
稍
爲
�
變
︒
其
他
省
風
俗
懸
殊
︑
不
可

執
一
而
論
︑
應
照
現
行
定
例
辨
理
︑
毋
庸
S
張
﹂︒

(49
)

�
光
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
八
︿
收
養
孤
老
﹀
條
例
︒

(50
)

喀
爾
吉
善
﹁
山
東
i
撫
喀
爾
吉
善
爲
}
照
成
例
均
4
軍
液
等
犯
事

奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)
﹂
)︑
乾
隆
八
年
︑﹁
伊

等
�
徙
衣
�
︑
一
無
依
倚
︒
擧
目
顛
連
︑
且
各
衞
已
裁
改
州
縣
︑
軍

無
專
管
︒
軍
犯
到
�
︑
無
伍
可
入
︑
惟
恃
求
乞
度
日
︑
實
無
以
安
其

身
心
︒
故
該
犯
等
因
謀
生
無
路
︑
每
易
脫
!
︒
臣
雖
嚴
飭
地
方
官
︑

加
�
體
察
︑
歲
�
量
給
衣
糧
︑
而
人
犯
旣
多
︑
勢
難
長
養
︒
況
如
登

屬
州
縣
︑
地
處
邊
海
︑
安
揷
軍
液
︑
多
屬
不
�
匪
徒
︑
旣
不
�
︑
縱

令
[
出
覓
食
︑
致
滋
兔
脫
︑
而
一
城
U
戶
無
多
︑
求
乞
印
難
度
活
︒

o
以
外
省
不
時
僉
發
軍
液
︑
歲
Q
加
增
︑
群
聚
於
孤
城
・
海
角
︑
旣

無
執
業
︑
印
¡
饑
�
︑
不
無
乘
釁
生
端
之
慮
﹂︒

(51
)

滋
賀
秀
三
に
よ
る
と
︑
一
度
秋
審
で
死
𠛬
の
執
行
が
�
豫

(
7

決
)
さ
れ
た
事
案
は
︑
以
後
の
秋
審
で
も
�
豫
が
繰
り

さ
れ
る
う
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ち
に
︑
發
�
・
閏
軍
・
液
𠛬
に
減
等
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た

(滋

賀
�
揭
µ

(1
)
書
︑
二
七
～
三
三
二
頁
)︒

(52
)

淸
-
の
皇
#
ら
は
よ
く
﹁
好
生
之
德
﹂
に
言
0
し
た
︒
雍
正
#
は
︑

曾
靜
に
﹁
好
殺
﹂
を
批
P
さ
れ
た
時
︑
死
𠛬
に
對
す
る
減
𠛬
を
自
ら

の
¤
大
な
政
治
の
證
據
と
し
た

(﹃
大
義
覺
8
錄
﹄
卷
一
)︒
ま
た
︑

乾
隆
#
は
乾
隆
五
十
年
七
n
︑
李
克
成
な
ど
を
﹁
免
死
減
等
﹂
し
︑

天
の
﹁
好
生
之
德
﹂
を
奉
じ
て
法
外
の
仁
を
施
し
た
と
强
{
し
た

(﹃
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
二
三
四
︑
乾
隆
五
十
年
七
n
辛
酉
)︒

(53
)

陳
宏
謀
﹁
陝
西
i
撫
陳
宏
謀
爲
|
改
發
軍
液
罪
犯
事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾

隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)︑
乾
隆
十
一
年
︑﹁
竊
査
軍
液
人

犯
︑
俱
係
素
不
安
分
之
人
︑
安
置
[
方
良
民
之
中
︑
雜
以
奸
匪
︑
日

積
n
纍
︒
�
犯
益
多
︑
實
足
貽
纍
良
民
︒
陝
省
各
屬
從
�
發
到
軍
液

人
犯
︑
不
免
Q
分
4
里
甲
輪
養
之
事
︑
¨
時
則
爲
匪
肆
竊
︑
引
誘
良

民
︑
一
Q
脫
!
︑
則
�
守
里
民
S
爲
E
纍
︑
民
閒
深
以
爲
苦
︒
⁝

(中
略
)⁝
而
內
中
順
天
府
三
犯
竊
盜
一
項
人
犯
︑
計
自
定
例
以
後
甫

0
一
載
︑
而
榆
・
綏
兩
府
州
之
犯
︑
已
0
一
百
餘
名
之
多
︒
此
後
日

益
加
增
︑
數
年
之
後
二
府
州
	
屬
九
州
縣
︑
卽
順
天
府
之
三
犯
竊
盜

一
項
︑
必
致
Q
千
餘
人
之
多
︑
況
尙
Q
別
項
軍
液
人
犯
乎
﹂︒

(54
)

陳
宏
謀
﹁
諮
詢
民
Z
土
俗
諭
﹂
(賀
長
齡
H
﹃
皇
-
經
世
�
H
﹄︑

世
界
書
局
︑
一
九
六
四
年
︑
卷
二
〇
)︑
乾
隆
十
九
年
︑﹁
民
生
之
休

戚
・
風
俗
之
美
惡
︑
固
由
積
漸
(
然
︑
非
一
-
一
夕
之
故
︑
而
因
俗

立
敎
︑
隨
地
制
宜
︑
去
其
太
甚
︑
防
於
未
然
︑
則
皆
官
斯
土
者
	
Q

事
也
︒
⁝
(中
略
)
⁝
曰
田
賦
・
曰
地
丁
・
曰
糧
米
・
曰
田
功
⁝
(中

略
)
⁝
曰
命
盜
・
曰
詞
訟
・
曰
軍
液
・
曰
匪
類
・
曰
¥
敎
︑
以
上
三

十
條
︑
皆
地
方
	
必
�
之
事
︑
卽
地
方
官
	
必
應
辨
理
之
事
﹂︒

(55
)

『
淸
�
稿
﹄
卷
三
〇
七
︿
陳
宏
謀
列
傳
﹀
︒

(56
)

慶
復
﹁
雲
南
總
督
慶
復
爲
}
嚴
管
�
犯
0
|
給
口
糧
等
事
奏
Ï
﹂

(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)
﹂
)︑
乾
隆
六
年
︒

(57
)

薛
澂
﹁
浙
江
�
監
察
御
�
薛
澂
爲
}
除
液
犯
到
�
按
戶
輪
養
之
�

事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)
︑
乾
隆
十
年
︒

(58
)

光
緖
﹃
欽
定
大
淸
會
典
事
例
﹄
卷
七
二
一
︿
軍
液
﹀︑
乾
隆
十
二

年
︒

(59
)

馬
金
門
﹁
陝
西
按
察
(
馬
金
門
爲
嚴
定
在
�
不
法
軍
液
�
犯
處
分

事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)︑
乾
隆
十
一
年
︒

(60
)

『邦
政
紀
略
﹄
に
つ
い
て
は
︑
王
雲
紅
﹁
淸
代
液
放
政
策
之
變

�
：
以
液
放
地
�
®
擇
爲
例
�
考
察
﹂
(﹃
社
會
轉
型
與
法
律
變
革
國

際
學
<
硏
討
會
�
集
﹄︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
九
三
～
三
九
四
頁
を
參

照
︒

(61
)

王
雲
紅
�
揭
µ

(
2
)︑
二
〇
一
二
年
の
論
�
︑
五
九
～
六
〇
頁
︒

(62
)

�
光
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
五
︿
徒
液
�
徙
地
方
﹀
條
例
﹁
各
省
僉
發

軍
液
人
犯
︑
除
廣
西
土
司
	
屬
地
方
︑
不
得
撥
發
安
置
︑
竝
廣
東

瓊
・
連
二
屬
0
四
川
・
湖
南
Q
苗
民
州
縣
︑
令
解
i
撫
衙
門
︑
就
地

方
Z
形
�
融
4
撥
︑
不
得
與
苗
民
聚
處
外
︑
餘
俱
按
照
軍
液
�
里
表

內
應
發
省
分
︑
毋
庸
指
定
府
州
︒
悉
聽
該
省
督
撫
︑
按
其
	
犯
罪
名
︑

査
照
軍
液
�
里
表
︑
|
量
州
縣
大
小
[
�
︑
在
�
軍
液
多
寡
︑
均
匀

撥
發
︒
¢
解
省
分
︑
預
行
咨
�
應
發
省
分
督
撫
︒
先
�
定
地
︑
飭
知

入
境
首
站
州
縣
︑
隨
到
隨
發
︒
其
解
犯
兵
�
內
︑
填
�
解
赴
某
省
︑

入
境
首
站
某
州
縣
︒
³
照
定
地
轉
解
�
	
︑
投
收
申
繳
字
樣
﹂︒

(63
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
五
︿
閏
軍
地
方
﹀
︒

(64
)

�
光
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
五
︿
徒
液
�
徙
地
方
﹀
條
例
で
は
︑
罪
人

― 65 ―

615



自
身
が
�
去
に
滯
在
し
て
い
た
場
	
に
1
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場

合
︑
�
里
表
に
照
ら
し
て
他
の
場
	
に
1
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒

(﹁
各
省
民
人
液
寓
在
京
・
在
外
︑
犯
該
軍
・
液
・
徒
罪
竝
免
死
減
等

之
犯
︑
其
Q
應
W
銀
兩
︑
?
�
本
犯
︑
原
籍
Q
產
可
賠
者
︑
移
査
�

確
︑
將
該
犯
解
囘
原
籍
︑
W
銀
完
¦
後
︑
照
應
�
地
方
發
�
︒
將
	

完
銀
兩
︑
移
¦
犯
事
地
方
︑
分
別
給
�
︒
如
無
應
W
銀
兩
︑
或
贓
項

已
經
W
完
︑
0
移
査
原
籍
竝
無
產
業
者
︑
徒
犯
︑
卽
在
犯
事
地
方
︑

定
地
閏
徒
︑
軍
・
液
人
犯
︑
於
犯
事
地
方
︑
按
本
犯
原
籍
︑
應
�
地

方
︑
¢
解
發
�
︒
若
計
原
籍
應
�
之
地
卽
係
該
犯
液
寓
之
	
︑
令
各

該
督
撫
按
	
犯
應
液
・
應
閏
軍
�
里
[
�
︑
分
別
改
發
︒
仍
迴
~
原

籍
相
�
之
地
﹂
)︒

(65
)

周
琬
﹁
四
川
按
察
(
周
琬
爲
|
按
貴
州
例
由
總
督
衙
門
分
撥
軍
液

�
犯
事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)︑
乾
隆
十

八
年
︑﹁
如
寧
[
府
會
理
州
・
茂
州
0
松
潘
衞
・
打
²
爐
等
處
在
苗

疆
︑
而
廣
西
之
梧
州
︑
貴
州
之
石
阡
・
銅
仁
・
都
勻
・
¨
越
・
³
義

等
府
屬
之
液
犯
︑
俱
應
發
寧
[
一
府
︒
廣
東
之
´
慶
︑
湖
南
之
永
順
︑

雲
南
之
澂
江
等
府
屬
液
犯
︑
俱
應
發
茂
州
一
州
︒
至
應
發
U
瘴
之
軍

犯
︑
因
四
川
�
省
幷
無
U
瘴
︑
舊
例
相
沿
︑
俱
以
極
邊
之
松
潘
衞
・

會
理
州
・
保
縣
・
打
²
爐
爲
U
瘴
︒
各
省
解
到
軍
犯
︑
凡
應
發
極
邊

0
U
瘴
地
方
者
︑
俱
止
發
此
四
處
安
插
︑
年
增
歲
積
︑
人
犯
漸
多
﹂︒

(66
)

『
福
円
省
例
﹄︿
各
屬
安
置
軍
液
都
圖
違
�
﹀︑
乾
隆
五
十
二
年
︑

﹁
査
得
外
省
解
閩
軍
液
人
犯
︑
類
皆
生
性
强
悍
︑
不
安
本
分
之
徒
︒

倘
安
置
失
宜
︑
勢
必
群
聚
滋
事
︑
或
致
疎
脫
頻
聞
︒
自
應
按
照
地
方

Z
形
︑
均
勻
|
發
︑
以
免
¶
枯
︒
o
(
各
犯
易
於
謀
生
︑
而
無
!
B

之
慮
︒
茲
奉
憲
臺
檄
司
︑
査
�
各
州
縣
現
�
軍
液
各
犯
數
目
︑
竝
城

鄉
市
鎭
都
圖
大
小
[
�
︑
0
今
昔
地
方
Z
形
Q
無
不
同
︑
飭
令
因
時

制
宜
︑
�
立
違
�
︑
|
量
�
變
︑

册
詳
B
核
奪
︑
等
因
︒
³
經
先

後
轉
行
³
照
去
後
︑
茲
據
福
州
・
興
�
・
泉
州
・
漳
州
・
V
¨
・
円

寧
・
邵
武
・
汀
州
︑
福
寧
等
府
︑
永
春
・
龍
岩
二
州
各
屬
縣
陸
續


册
詳
B
�
來
︒
本
署
司
査
閩
省
內
地
九
府
二
州
︑
共
安
置
軍
液
�
犯

一
千
八
百
二
十
三
名
︒
內
福
州
一
府
現
�
軍
液
已
Q
四
百
七
十
五
名
︑

除
閩
縣
T
止
二
十
四
名
外
︑
其
餘
各
縣
俱
在
三
十
名
以
上
至
五
六
十

名
不
等
︑
人
犯
衆
多
︑
應
}
暫
行
停
發
︒
此
外
如
円
寧
府
屬
之
松
溪

縣
⁝
(
中
略
)
⁝
龍
岩
・
永
春
二
州
竝
	
屬
各
縣
︑
現
�
人
犯
�
少
︒

嗣
後
如
Q
陸
續
解
閩
軍
液
各
犯
︑
應
}
先
儘
�
少
之
仙
2
等
州
縣
︑

按
照
縣
分
大
小
︑
飭
發
安
置
︑
俟
在
�
犯
數
相
等
︑
再
各
均
勻
�
發
︑

庶
各
屬
安
置
人
犯
︑
不
致
多
寡
懸
殊
⁝
(
中
略
)
⁝
竝
}
嗣
後
解
閩
軍

液
各
犯
︑
奉
憲
臺
定
地
飭
發
�
	
Q
州
縣
︑
務
須
先
儘
附
�
城
廂
0

人
烟
稠
密
之
市
鎭
都
圖
處
	
︑
均
勻
飭
發
安
置
︑
責
令
該
地
保
小
心

管
束
︑
毋
(
滋
事
︒
仍
按
n
朔
r
査
點
︒
如
此
立
定
違
�
︑
則
各
屬

�
犯
�
均
︑
不
致
¶
枯
︑
而
該
犯
等
謀
生


易
︑
亦
可
無
!
B
之
慮

矣
︒
是
否
Q
當
︑
理
合
核
議
詳
B
︑
伏
候
憲
臺
察
奪
批
示
等
由
﹂︒

(67
)

�
揭
µ

(4
)
拙
稿
︑
二
六
一
～
二
六
四
頁
︒

(68
)

乾
隆
四
十
四
年
に
﹃
欽
定
五
軍
�
里
表
﹄
に
題
目
が
變
わ
っ
て
以

後
は
︑
嘉
慶
十
四
年
に
改
訂
さ
れ
た
︒

(69
)

B
ria
n
E
.
M
cK
n
ig
h
t,
T
h
e
Q
u
a
lity
o
f
M
ercy
:
A
m
n
esties

a
n
d

T
ra
d
itio
n
a
l
C
h
in
ese
Ju
stice
(
U
n
iv
e
rsity

P
re
ss
o
f

H
a
w
a
ii,
1
9
8
1
)
,
p
p
.1
1
9
-
1
2
1
.

(70
)

『韓
非
子
﹄
︿
愛
臣
﹀﹁
�
君
之
蓄
其
臣
也
︑
盡
之
以
法
︑
質
之
以

備
︒
故
不
赦
死
︑
不
宥
𠛬
︑
赦
死
宥
𠛬
︑
是
謂
威
e
﹂︑﹃
商
君
書
﹄
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︿
賞
𠛬
﹀﹁
	
謂
壹
𠛬
者
︑
𠛬
無
等
:
︒
自
卿
相
將
軍
以
至
大
夫
庶
人
︑

Q
不
從
王
令
︑
犯
國
禁
︑
亂
上
制
者
︑
罪
死
不
赦
︒
Q
功
於
�
︑
Q

敗
於
後
︑
不
爲
損
𠛬
︒
Q
善
於
�
︑
Q
�
於
後
︑
不
爲
虧
法
﹂︒

(71
)

『貞
觀
政
�
﹄︿
赦
令
﹀﹁
凡
赦
宥
之
恩
︑
惟
0
不
軌
之
輩
︒
古
語

云
︑
小
人
之
幸
︑
君
子
之
不
幸
︑
一
歲
再
赦
︑
善
人
瘖
啞
︒
⁝
(中

略
)⁝
夫
謀
小
仁
者
︑
大
仁
之
K
︑
故
我
Q
天
下
已
來
︑
絕
不
放
赦
︒

今
四
海
安
寧
︑
禮
義
興
行
︑
非
常
之
恩
︑
彌
不
可
數
︒
將
恐
愚
人
常

冀
僥
倖
︑
惟
欲
犯
法
︑
不
能
改
�
﹂︒

(72
)

B
ria
n
E
.
M
cK
n
ig
h
t
�
揭
µ

(69
)
書
︑
九
七
～
九
八
頁
︒

(73
)

乾
隆
元
年
に
大
赦
が
行
わ
れ
た
︒
雲
南
按
察
(
の
徐
嘉
賓
に
よ
る

と
︑
當
時
の
赦
免
措
置
は
死
罪
の
う
ち
﹁
常
赦
	
不
原
﹂
に
該
當
す

る
罪
ま
で
赦
免
す
る
ほ
ど
¤
大
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
彼
は
y
斬
す
べ

き
死
罪
を
犯
し
た
者
さ
え
赦
免
す
る
の
に
︑
軍
液
犯
を
赦
免
し
な
い

の
は
不
憫
だ
と
し
て
︑
�
	
に
到
着
し
た
者
も
赦
免
の
對
象
に
入
れ

る
こ
と
を
奏
}
し
た
︒
し
か
し
︑
乾
隆
#
は
﹁
國
家
の
制
度
を
し
ば

し
ば
改
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
按
察
(
と
し
て
何
故
恩
惠
を
賣

る
よ
う
な
上
奏
を
す
る
の
か
﹂
と
徐
嘉
賓
を
叱
責
し
た

(﹁
徐
嘉
賓

﹁
雲
南
按
察
(
徐
嘉
賓
爲
}
|
釋
軍
液
人
犯
事
奏
Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管

理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)﹂
)︒

(74
)

乾
隆
五
年
﹃
大
淸
律
例
﹄
卷
四
︿
液
犯
在
�
會
赦
﹀﹁
凡
液
犯
在

�
會
赦
︹
赦
以
奉
旨
之
日
爲
�
︑
必
於
�
限
內
未
至
�
	
會
赦
者
︑

方
准
赦
囘
︒
若
雖
未
至
�
	
︺︑
計
行
�
�
限
者
︑
不
得
以
赦
放

︹
恐
姦
徒
Q
�
�
V
︒
謂
如
液
三
千
里
︑
日
行
五
十
里
︑
合
該
六
十

日
�
︑
未
滿
六
十
日
會
赦
︑
不
問
已
行
[
�
︑
竝
從
赦
放
︒
若
從
¢

�
日
至
奉
旨
日
︑
總
計
Q
A
限
者
︑
不
在
赦
限
︒
若
在
�
︺︑
Q
故

者
︑
不
用
此
律
︹
Q
故
︑
謂
如
沿
£
患
病
或
阻
風
被
盜
︑
Q
	
在
官

司
保
勘
�
憑
者
︒
皆
聽
除
去
事
故
日
數
︑
不
入
�
限
︑
故
云
不
用
此

律
︺
︒
若
︹
於
£
中
︺
會
在
!
︑
雖
在
�
限
內
︹
M
赦
︺︑
亦
不
放
免
︒

其
!
者
身
死
︑
	
隨
家
口
願
]
者
︑
聽
︒
�
徙
安
置
人
︑
准
此
︹
軍

罪
亦
同
︺﹂︒
(
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)︒

(75
)

晏
斯
盛
﹁
湖
北
i
撫
晏
斯
盛
爲
|
撥
軍
液
人
犯
閏
役
當
差
事
奏

Ï
﹂
(﹁
乾
隆
-
管
理
軍
液
�
犯
�
料

(上
)
﹂
)︑
乾
隆
十
年
︑﹁
}
於

分
發
之
例
︑
除
應
入
養
濟
院
者
歸
原
�
各
州
縣
外
︑
一
切
少
壯
軍
犯

⁝
(
中
略
)
⁝
於
�
省
府
・
廳
・
州
・
縣
佐
雜
各
衙
門
︑
均
勻
分
發
各

一
二
名
︑
(
閏
水
草
夫
役
︑
日
捐
給
口
糧
銀
二
分
︑
雖
非
入
伍
之
舊
︑

亦
不
失
當
差
之
�
︒
五
年
・
十
年
果
能
安
靜
改
�
自
怨
︑
卽
題
�
准

其
]
籍
︑
再
�
卽
加
等
治
罪
︒
如
此
︑
則
軍
犯
	
在
常
不
�
一
二
人

而
止
︑
不
致
擾
纍
地
方
︑
而
若
輩
亦
可
保
;
︑
且
易
改
爲
良
善
矣
﹂︒

(76
)

『大
淸
會
典
則
例
﹄
卷
一
二
三
︿
兵
部
﹀︑
乾
隆
十
一
年
︑﹁
諭
︒

⁝
(中
略
)
⁝
N
今
歲
特
沛
恩
綸
︑
將
斬
y
人
犯
︑
量
加
|
減
︒
夫
大

辟
人
犯
︑
Z
罪


重
︑
尙
已
從
¤
︑
而
軍
液
	
犯
罪
輕
︑
轉
(
之
[

離
故
土
︑
殊
堪
憫
惻
︑
其
令
直
省
督
撫
︑
各
就
	
在
地
方
︑
將
從
�

軍
液
人
犯
內
︑
已
�
十
年
安
分
守
法
︑
别
無
�
犯
者
︑
分
别
咨
部
覈

議
︑
該
部
奏
}
省
釋
﹂︑﹃
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
〇
四
八
︑
乾
隆
四
十

三
年
正
n
癸
亥
︑﹁
印
諭
︒
�
經
影
旨
︑
直
省
軍
液
人
犯
內
已
�
十

年
者
︑
査
�
省
釋
囘
籍
︒
今
自
乾
隆
十
一
年
査
辨
之
後
︑
歷
時
已
久
︑

各
省
到
�
人
犯
︑
	
積
漸
多
︑
自
應
再
沛
恩
施
︑
用
昭
矜
恤
︒
�
年

以
來
︑
屢
命
將
-
讞
7
決
至
三
`
各
犯
︑
槪
豫
減
等
︑
而
此
項
軍
液

人
犯
︑
其
從
�
Z
罪
︑
本
屬
稍
輕
︑
轉
未
得
仰
邀
曠
典
︑
亦
殊
可
憫
︒

著
¦
各
省
督
撫
︑
査
�
各
該
地
方
︑
從
�
軍
液
人
犯
內
︑
已
�
十
年
︑
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安
分
守
法
︑
別
無
�
犯
者
︑
分
別
咨
部
︑
照
十
一
年
之
例
覈
擬
︑
奏

}
省
釋
﹂︒

(77
)

�
揭
µ

(4
)
拙
稿
︑
二
五
七
～
二
六
一
頁
︒

(78
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
三
四
六
︑
乾
隆
五
十
五
年
正
n
壬
午
︑﹁
以

八
旬
萬
壽
︑
頒
詔
天
下
︒
⁝
(中
略
)⁝
	
Q
應
行
事
宜
︑
開
列
於
後
︒

⁝
(中
略
)⁝
一
︑
各
省
現
犯
軍
液
以
下
人
犯
︑
俱
著
減
等
發
落
︒
其

在
�
軍
液
人
犯
︑
已
�
十
年
︑
安
分
守
法
︑
別
無
�
犯
者
︑
著
各
省

督
撫
︑
分
別
咨
部
︑
査
照
向
例
覈
議
︑
奏
}
省
釋
﹂︒

(79
)

『
淸
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
四
九
四
︑
嘉
慶
元
年
正
n
戊
申
︑﹁
(
�
略
)

⁝
	
Q
合
行
事
宜
︒
條
列
於
左
︒
⁝
(中
略
)⁝
一
︑
各
省
軍
液
人
犯
︑

査
�
到
�
三
年
︑
實
在
安
靜
守
法
︑
0
年
逾
七
十
者
︑
釋
放
囘
籍
﹂︒

(80
)

『
淸
宣
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
嘉
慶
二
十
五
年
八
n
庚
戌
︑﹃
淸
�
宗
實

錄
﹄
卷
二
︑
�
光
三
十
年
正
n
己
未
︑﹃
淸
穆
宗
實
錄
﹄
卷
六
︑
咸

豐
十
一
年
十
n
甲
子
︑﹃
淸
德
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
光
緖
元
年
正
n
己

未
︑﹃
宣
瓜
政
紀
﹄
卷
二
︑
光
緖
三
十
四
年
十
一
n
辛
卯
︒

(81
)

『
閏
軍
考
﹄
閏
軍
考
下
﹁
夫
閏
軍
之
法
︑
其
衣
於
�
者
︑
如
此
︑

已
大
失
立
法
之
初
�
︒
而
其
窒
礙
也
︑
印
如
此
︑
S
Q
乖
用
法
之
常

經
︒
失
其
初
�
︑
謂
之
無
法
︑
乖
乎
常
經
︑
謂
之
非
法
︒
無
法
非
法
︑

而
二
百
數
十
年
來
沿
襲
焉
︑
而
奉
以
爲
法
︑
不
思
�
其
變
而
救
其
�
︑

此
事
之
不
可
解
者
也
﹂
︒

(82
)

十
惡
の
う
ち
不
孝
や
不
睦
な
ど
は
︑
倫
理
綱
領
の
A
反
に
�
い
行

爲
で
あ
る
も
の
の
︑
'
代
以
後
︑
律
か
ら
外
す
こ
と
な
く
𠛬
法
の
か

た
ち
で
位
置
し
て
い
た
︒
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THE TRANSITION OF MILITARY EXILE INTO COMMON EXILE AND

THE EXCESSIVE NUMBER OF MILITARY EXILES

IN CHINA PROPER IN THE QING ERA

KIM Hanbark

This paper analyzes the background of the excessive number of military exiles

in China proper in the 18th century and the countermeasures employed by the Qing

dynasty to address the problem. The Qing dynasty provided for three kinds of

exile, that is, common exile (液𠛬 liuxing), military exile (閏軍 chongjun), and

deportation (發� faqian), the harshest punishment, second only to the death

penalty. The former two types sent exiles to prefectures (州 zhou) and counties

(縣 xian) in China proper. This differed from the system during the Ming era,

when soldiers found guilty of crimes were sent to military units (衞� weisuo) as

military exiles, in place of punishment.

However, military exile was drastically transformed from the Ming ideal,

becoming a punishment not unlike common exile. Evidence of changes in military

exile can be seen, for example, in alteration in the place of exile, elimination of forced

labor, permission for an accompanying spouse as determined by law, and the

possibility of monetary compensation. As a result of this transition, military exile,

originally established as a stronger punishment, was no longer more severe than

common exile. This brought about some problems in the hierarchy of criminal law.

Meanwhile, these changes in military exile caused an administrative problem.

Exiles sent to prefectures and counties had to support themselves, but it was hard

to make a living thousands of li里 away from their hometowns. Because they were

criminals who had already committed serious crimes, governors of the Qing

considered them risky elements. In addition, the number of exiles being sent to

prefectures and counties grew larger and larger. Daolibiao �里表, a scheme

designed to allow exiles to be sent more efficiently made the situation worse

because it was more concerned with fairness than flexibility. Under this

circumstance, the Qing government granted pardons to those who lived more than

five years in their place of exile in an attempt to reduce the number of exiles.

The standpoint of the criminal law that caused the excessive number of exiles

in the 18th century and that was discovered in the process of responding to the

problem showed the inertia inherited from traditional China, and the Qing was truly

in the position of protecting this.
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