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は
じ
め
に

　

貢
舶
は
、
王
法
の
許
す
と
こ
ろ
、
市
舶
の
司
る
と
こ
ろ
、
乃
ち
貿
易
の
公
な
り
。
海
商
は
、
王
法
の
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
、
市
舶

の
經
ざ
る
と
こ
ろ
、
乃
ち
貿
易
の
私
な
り①

。

こ
れ
は
、
嘉
靖
年
間
の
鄭
若
曽
と
い
う
人
物
が
著
し
た
『
籌
海
圖
編
』
巻
十
二
、
經
略
の
一
節
で
あ
り
、
明
の
制
度
に
お
い
て
沿
岸

地
方
に
現
れ
る
船
を
ど
う
分
類
し
、
ど
う
扱
う
か
そ
の
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
貢
舶
」
と
は
、
朝
貢
を
行
う
た

め
に
明
へ
や
っ
て
来
た
船
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
「
貿
易
の
公
」
と
は
朝
貢
貿
易
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
王
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ

た
貿
易
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
で
「
海
商
」
と
は
民
間
の
商
人
を
指
す
。
こ
れ
は
王
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、

市
舶
司
を
通
さ
な
い
貿
易
で
あ
る
た
め
「
貿
易
の
私
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
密
貿
易
で
あ
り
、
犯
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。明

朝
は
「
海
禁
政
策
」
を
実
施
し
て
お
り
、
沿
海
の
住
民
の
出
海
を
厳
し
く
禁
止
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
貿
易
を
朝
貢
貿
易

に
限
定
し
た
た
め
、
鄭
若
曽
の
認
識
の
よ
う
な
民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。
こ
う
し
た
「
海
禁
」
に

対
す
る
研
究
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
行
研
究
は
整
理
し
よ
う
と
す
れ
ば
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、「
海
禁
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
示
す
の
は
難
し
く
、
そ
れ
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
時
代
ご
と
に
「
海
禁
」
と
い
う
用
語
が
指
す
内
容
や
そ
の
目
的
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
近
年
、
海
禁
に
つ
い
て
体
系
的
な

研
究
を
行
っ
た
檀
上
寛
氏
は
、「
沿
海
住
民
の
出
海
禁
止
な
い
し
規
制
措
置
を
中
心
と
す
る
国
家
の
海
洋
統
制
策
の
総
称
と
で
も
規
定
で

き
よ
う
か②

」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
海
禁
」
と
は
海
上
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
統
制
策
の
総
称
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
何
を
指
す
の

か
一
概
に
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、『
籌
海
圖
編
』
に
鄭
若
曽
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
が
「
王
法
」
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
認
識
は
存
在
し
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
王
法
」
と
は
い
っ
た

い
何
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
「
海
禁
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
で
は
、
貿
易
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
論
が
進
め
ら
れ
、
そ
う
い
っ
た

政
策
の
目
的
や
通
時
的
な
変
遷
が
明
ら
か
に
な
る
一
方
で
、
貿
易
を
取
り
締
ま
る
「
法
」
そ
の
も
の
に
関
心
が
注
が
れ
る
こ
と
多
く
は

な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

管
見
の
限
り
こ
う
し
た
法
と
い
う
側
面
か
ら
密
貿
易
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
﹇
檀
上
寛
二
〇
一
三
﹈
と
﹇
楊
暁
波

二
〇
一
七
﹈
が
あ
げ
ら
れ
る
。﹇
檀
上
寛
二
〇
一
三
﹈
は
、『
実
録
』
等
か
ら
抽
出
し
た
明
初
の
「
海
禁
令
」
を
整
理
し
、
そ
れ
が
『
大

明
律
』（
以
下
『
明
律
』）
の
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
に
包
括
さ
れ
「
海
禁
概
念
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
統
治
者
の
意
識
や
理
念
か
ら
「
海
禁
」
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論

証
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
海
禁
」
と
い
う
理
念
に
寄
せ
て
理
解
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
条
文
の
解
釈
に
も
い
く
ら

か
誤
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
章
で
論
じ
た
い
。

﹇
楊
暁
波
二
〇
一
七
﹈
も
、
檀
上
氏
の
論
に
加
え
さ
ら
に
多
く
の
史
料
か
ら
法
律
条
文
を
引
い
て
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
天
順
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か
ら
弘
治
、
正
徳
に
か
け
て
の
「
法
」
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
両
研
究
と
も
こ
の
期
間
の
法
的
な
取
り
締
ま
り
が

無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
明
初
「
海
禁
令
」
と
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
法
的
な
繋
が
り
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ

る
。で

は
、
両
者
と
も
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
の
期
間
は
何
も
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
制
上
重
要
な
時
代

で
あ
っ
た
。
後
に
も
述
べ
る
が
成
化
・
弘
治
年
間
は
そ
れ
ま
で
の
条
例
を
整
理
、
編
纂
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
『
問
刑

条
例③

』
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
期
間
に
密
貿
易
に
関
わ
る
条
例
も
当
然
整
理
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
時
代
の
条
例
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
史
料
状
況
に
あ
る
。
明
中
期
は
法
制
史
料
が
後
の
時
代
と

比
べ
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
少
な
い
な
が
ら
条
例
の
整
理
、
編
纂
を
見
て
い
く
上
で
参
照
す
べ
き
史
料
が
存
在
す
る
。

そ
れ
が
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
『
皇
明
条
法
事
類
纂④

』
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
皇
明
条
法
事
類
纂
』
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
使
用

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た⑤

。

こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
皇
明
条
法
事
類
纂
』
を
用
い
て
、
民
間
の
商

人
に
よ
る
貿
易
＝
密
貿
易
と
い
う
認
識
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
運
用
の
下
で
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
た
の
か

を
論
じ
て
い
く
。
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第
一
章
『
明
律
』
が
定
め
る
沿
海
の
法
秩
序

第
一
節
断
罪
の
方
法

民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
構
図
を
確
認
す
る
に
は
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
を
犯
罪
で
あ
る
と
す
る
決
定
、

す
な
わ
ち
断
罪
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

前
近
代
の
中
国
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
に
記
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
行
為
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
罪
を

決
定
す
る
と
い
う
過
程
を
経
て
犯
罪
者
を
裁
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
明
代
も
同
様
で
あ
る
。
明
代
に
お
い
て
、
種
々
の
犯
罪

行
為
が
示
さ
れ
た
根
本
法
典
は
、『
明
律
』
で
あ
り
、
全
て
の
犯
罪
は
こ
の
『
明
律
』
に
照
ら
し
量
刑
を
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、『
明
律
』
そ
れ
自
体
に
も
そ
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る⑥

。

官
僚
は
裁
判
の
際
に
、
ま
ず
『
明
律
』
を
参
照
し
、
犯
罪
者
が
行
っ
た
行
為
と
同
じ
行
為
が
記
さ
れ
て
い
る
条
文
を
探
す
。
こ
う
し

て
当
て
は
め
る
罪
を
決
定
し
、
そ
の
条
文
に
従
っ
て
適
切
な
刑
罰
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
で
断
罪
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た

過
程
で
は
『
明
律
』
は
、「
法
典
」
と
い
う
よ
り
も
断
罪
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
る⑦

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
沿
海
地
方
に
お
け
る

犯
罪
行
為
を
裁
く
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、『
明
律
』
に
則
っ
て
罰
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
が
犯
罪
＝
密
貿
易
で
あ
る
と
い
う
法
的
根
拠
は
、
実
際
の
裁
判
文
書
で
引
用
さ
れ
て
い
る

条
文
を
見
れ
ば
そ
れ
だ
と
断
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
初
に
は
こ
う
し
た
裁
判
文
書
と
い
っ
た
断
罪
に
関
わ
る
史

料
が
非
常
に
少
な
い
。
こ
う
し
た
史
料
状
況
の
中
で
明
初
の
断
罪
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
考
察
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、『
明
律
』
に

依
っ
て
断
罪
が
行
わ
れ
る
と
い
う
原
則
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
条
文
の
検
討
に
移
ろ
う
。
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第
二
節
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律

本
節
で
は
、
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、『
明
律
』
の
条
文
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
は
、﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
が
取
り
上
げ
て

い
る
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
を
、
檀
上
氏
の
理
解
を
確
認
し
た
上
で
検
討
し
て
い
こ
う
。
檀
上
氏
は
、
こ
の
「
私
出
外
境
及
違

禁
下
海
」
律
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
条
文
名
か
ら
、「
私
出
外
境
」
と
「
違
禁
下
海
」
の
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て

お
り
、
前
者
は
、
唐
律
の
『
唐
律
』
の
「
越
度
緣
邊
關
塞
」
律
を
継
承
し
て
お
り
、
後
者
は
元
の
「
司
舶
則
法
」
を
継
承
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
違
禁
下
海
」
は
も
と
も
と
「
違
禁
貨
物
」
の
携
行
禁
止
と
非
合
法
の
出
海
貿
易
の
禁
止
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
市
舶
司
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
外
渡
航
そ
の
も
の
が
禁
止
と
な
り
出
海
全
般
を
禁
止
す
る
条
文
と
な
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
海
防
の
た
め
に
応
急
的
に
発
せ
ら
れ
て
い
た
「
海
禁
令
」
の
法
的
根
拠
と
な
り
、
こ
の
「
海
禁
令
」
の
違
反
者
も
取
り
締

ま
る
条
文
と
な
っ
た
と
い
う⑧

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
の
条
文
理
解
に
は
、
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
今
一
度
「
私
出
外
境
及
違

禁
下
海
」
律
の
条
文
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

凡
そ 

（
ａ
）
馬
牛
・
軍
需
・
鐵
貨
・
銅
錢
・
段
疋
・
紬
絹
・
絲
綿
を
將
て
私
に
外
境
に
出
て
貨
賣
し
及
び
海
に
下
る
者
は
、
杖
一
百
。

挑
擔
馱
載
の
人
は
一
等
を
減
ず
。
物
貨
・
船
・
車
は
並
べ
て
官
に
入
れ
、
内
に
於
い
て
十
分
を
以
て
率
と
為
し
、
三
分
は
告
人
に

付
し
て
賞
に
充
つ
。（
ｂ
）
若
し
人
口
・
軍
器
を
將
て
境
を
出
て
及
び
海
に
下
る
者
は
、
絞
。（
ｃ
）
因
り
て
事
情
を
走
泄
す
る
者
は
、

斬
。
其
の
拘
該
官
司
及
び
守
把
の
人
は
通
同
し
て
夾
帶
せ
し
め
、
或
い
は
知
り
て
故
ら
に
縱
す
る
者
は
犯
人
と
同
罪
。
覺
察
に
失

す
る
者
は
、
三
等
を
減
じ
、
罪
杖
一
百
に
止
む
。
軍
兵
は
又
た
一
等
を
減
ず⑨

。



立命館東洋史學　第 42號

6

こ
の
条
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

　
（
ａ
）  

馬
牛
や
軍
需
品
、
鐵
貨
、
銅
錢
な
ど
の
武
器
の
材
料
、
布
、
絹
、
糸
な
ど
を
持
っ
て
外
境
に
出
て
貨
賣
す
る
及
び
海
に
下
る

こ
と
。

　
（
ｂ
）
人
間
や
武
器
を
伴
っ
て
境
を
出
る
及
び
海
に
下
る
こ
と
。

　
（
ｃ
）
事
情
を
走
泄
す
る
こ
と
。

こ
の
条
文
の
規
定
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
主
に
決
め
ら
れ
た
モ
ノ
（
情
報
な
ど
無
形
な
モ
ノ
も
含
む
）
の
持
ち
出
し
の
制
限
で
あ
る
。

（
ａ
）
で
持
ち
出
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
外
に
流
れ
れ
ば
軍
事
上
脅
威
に
な
り
う
る
物
や
国
内
で
の
需
要
が
高
い
も
の
で
あ

る
。
ま
た
武
器
や
人
、
情
報
に
関
し
て
は
さ
ら
に
重
い
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
軍
事
上
当
然
と
言
え
る
規
制
で
あ
り
、
直
ち
に

貿
易
の
禁
止
と
な
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、（
ｂ
）
も
（
ｃ
）
も
禁
じ
て
い
る
の
は
モ
ノ
の
持
ち
出
し
に
つ
い
て
で
あ
り
、
国
内
へ
の

持
ち
込
み
に
関
し
て
は
全
く
規
定
が
な
い
。
つ
ま
り
（
主
体
的
な
）
人
の
移
動
に
関
し
て
は
何
ら
制
限
を
加
え
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
檀
上
氏
は
、「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
が
成
立
し
た
背
景
を
元
代
の
「
市
舶
則
法
」
ま
で
遡
っ
て
、
非
合
法
の
出
海
貿

易
の
禁
止
が
「
違
禁
下
海
」
と
い
う
用
語
の
中
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る⑩

。
確
か
に
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
に
は
「
市

舶
則
法
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
非
合
法
の
出
海
貿
易
の
禁
止
が
「
違
禁

下
海
」
と
い
う
用
語
の
中
に
含
意
さ
れ
て
い
る
根
拠
と
し
て
、
檀
上
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
『
通
制
条
格
』
卷
第
十
八
、
関
市
、

市
舶
条
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

　

一
つ
、
海
商
の
驗
憑
を
請
は
ず
し
て
、
擅
に
自
ら
船
を
發
せ
ば
、
並
べ
て
諸
人
告
し
て
捕
ふ
る
を
許
す
。
舶
商
・
船
主
・
綱
首
・

事
頭
・
火
長
各
杖
壹
伯

に
下
し
、
船
物
俱
に
行
し
て
官
に
沒
し
、
官
に
沒
す
る
物
の
内
に
壹
半
は
告
せ
る
人
に
付
し
て
賞
に
充
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つ
。
如
し
已
に
舶
司
を
離
れ
ば
、
即
ち
沿
路
の
所
在
の
官
司
に
告
し
て
捕
へ
、
上
に
依
り
て
追
斷
し
賞
を
給
す⑪

。

こ
こ
で
引
用
し
た
部
分
に
は
、
確
か
に
非
合
法
の
出
海
貿
易
の
禁
止
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」

律
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
積
極
的
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
先
ほ
ど
条
文
の
内
容
を
具
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
決
め
ら
れ
た
モ
ノ

の
持
ち
出
し
を
制
限
す
る
規
定
で
あ
っ
て
人
の
移
動
や
貿
易
を
制
限
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
律
の
条
文
は
実
際

に
起
こ
り
う
る
犯
罪
が
具
体
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
以
上
は
、
条
文
の
内
容
以
上
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る

の
は
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
故
に
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
た
「
違
禁
」
に
は
、
非
合
法
の
出
海
貿
易
の
禁
止
は
含
意
さ

れ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
檀
上
氏
は
、
律
の
タ
イ
ト
ル
に
「
及
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
私
出
外
境
」
と
「
違
禁
下
海
」
の
二
部
構
成
で
理

解
し
て
い
る
。
確
か
に
、
律
文
も
「（
私
）
出
（
外
）
境
」
と
「
下
海
」
が
「
及
」
で
並
列
さ
れ
て
い
る
が
、
条
文
を
検
討
す
る
と
適
切
で

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、タ
イ
ト
ル
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か⑫

。
条
文
タ
イ
ト
ル
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
と
（
ａ
）（
ｂ
）
そ
れ

ぞ
れ
の
条
文
を
「
及
」
の
位
置
で
対
応
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
（
ａ
） 

（
ア
）  

馬
牛
や
軍
需
品
、
鐵
貨
、
銅
錢
な
ど
の
武
器
の
材
料
、
布
、
絹
、
糸
な
ど
を
持
っ
て
外
境
に
出
て
貨
賣
す
る
こ
と
＝
「
私

出
外
境
」

 

（
イ
）
海
に
下
る
こ
と
＝
「
違
禁
下
海
」

　
（
ｂ
） 

（
ウ
）
人
間
や
武
器
を
伴
っ
て
境
を
出
る
こ
と
＝
「
私
出
外
境
」

 

（
エ
）
海
に
下
る
こ
と
＝
「
違
禁
下
海
」
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（
ａ
）
な
ら
杖
一
百
、（
ｂ
）
な
ら
絞
の
刑
が
当
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
考
え
る
と
（
イ
）
と
（
エ
）
の
「
下
海
」
＝
海

に
下
る
こ
と
と
い
う
行
為
が
同
じ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
刑
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ
で
は
条
文
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。

刑
が
異
な
る
の
だ
か
ら
そ
の
罪
と
な
る
行
為
も
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
ば
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
禁
制
品
の
規
定
部
分
を
「
私
出
外
境
」、「
違
禁
下
海
」
の
両
部
分
に
共
通
し
て
か
か
る
部
分

と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
ａ
） 

  

馬
牛
や
軍
需
品
、
鐵
貨
、
銅
錢
な
ど
の
武
器
の
材
料
、
布
、
絹
、
糸
な
ど
を
持
っ
て
＋
外
境
に
出
て
貨
賣
す
る
こ
と
＝
「
私

出
外
境
」

 

馬
牛
や
軍
需
品
、
鐵
貨
、
銅
錢
な
ど
の
武
器
の
材
料
、
布
、
絹
、
糸
な
ど
を
持
っ
て
＋
海
に
下
る
こ
と
＝
「
違
禁
下
海
」

　
（
ｂ
） 

人
間
や
武
器
を
伴
っ
て
＋
境
を
出
る
こ
と
＝
「
私
出
外
境
」

 

人
間
や
武
器
を
伴
っ
て
＋
海
に
下
る
こ
と
＝
「
違
禁
下
海
」

こ
れ
で
あ
れ
ば
、（
ａ
）（
ｂ
）
で
持
ち
出
し
物
品
の
違
い
に
よ
る
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
合
理
的
に
理
解
で
き
る
。
こ
の
対
応
関
係

か
ら
考
え
れ
ば
「
私
出
外
境
」
と
「
違
禁
下
海
」
の
違
い
は
物
品
を
持
っ
て
出
る
の
が
「
出
外
境
」
＝
陸
の
国
境
で
あ
る
か
「
下
海
」

＝
海
岸
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
し
か
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
違
禁
」
は
「
私
」
と
同
義
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
は
、
決
め
ら
れ
た
モ
ノ
の
持
ち
出
し
を
制
限
す
る
規
定
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ

り
、
合
法
か
非
合
法
か
を
問
わ
ず
人
の
出
海
に
つ
い
て
言
及
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
市
舶
司
の
廃
止
以
降
、「
私
出
外
境
及
違

禁
下
海
」
が
「
海
禁
」
の
法
的
根
拠
と
な
り
、
出
海
者
全
体
を
取
り
締
ま
っ
て
い
た
と
い
う
檀
上
氏
の
理
解⑬

に
は
無
理
が
有
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
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第
三
節
「
私
越
冒
度
関
津
」
律
に
よ
る
出
海
の
秩
序

で
は
、
そ
も
そ
も
非
合
法
の
出
海
に
は
ど
の
よ
う
な
律
を
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
と
し
て
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』

の
中
に
非
合
法
の
出
海
を
行
っ
た
者
が
裁
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
に
引
用
さ
れ
た
裁
判
文
書
の
一
部
を
見
て
み
よ
う⑭

。

　

遠
く
外
洋
に
出
で
、
金
門
地
方
に
到
り
、
私
番
舡
一
隻
に
遇
見
す
。
…
議
得
す
る
に
方
敏
、
方
祥
、
方
洪
、
陳
祐
、
陳
榮
、
呉

孟
、
梁
大
英
俱
に
合
に
「
綠
邊
關
塞
者
」
律
に
依
り
て
、
杖
九
十
、
徒
二
年
半
と
す
べ
し⑮

。

　

成
化
十
八
年
二
月
二
十
五
日
、
九
重
と
本
縣
民
人
蔡
三
例
有
り
て
軍
民
人
等
番
貨
を
接
買
す
る
を
許
さ
ざ
る
を
明
知
す
る
も
、

各
お
の
不
合
に
も
故

こ
と
さ
らに

「
越
度
邊
關
」
律
に
違
い
、潛
か
に
大
金
門
澳
に
去
く
。
…
問
擬
す
る
に
丘
九
重
の
犯
す
は
「
越
邊
關
者
」

律
に
該
し
、

等
し
杖
七
十
・
徒
二
年
半
、
黃
凱
・
陳
孔
先
俱
に
「
不
應
得
為
而
為
之
理
重
者
」
律
、
減
等
し
杖
七
十
、
的
決
す⑯

。

こ
れ
見
れ
ば
傍
線
部
で
示
し
た
犯
罪
行
為
と
さ
れ
て
い
る
部
分
＝
非
合
法
の
出
海
に
は
、「
越
邊
關
者
」
律
が
当
て
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
「
越
邊
關
者
」
律
は
、「
私
越
冒
度
関
津
」
律
で
あ
り
、
非
合
法
の
出
海
に
は
「
私
越
冒
度
関
津
」
律
が
当
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
も
檀
上
氏
が
言
う
市
舶
司
の
廃
止
に
よ
り
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
が

「
海
禁
」
の
法
的
根
拠
と
な
っ
た
の
よ
り
も
後
の
時
代
の
話
で
あ
る
が
、市
舶
司
の
廃
止
以
後
も
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
は
非
合

法
の
出
海
を
取
り
締
ま
る
規
定
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
非
合
法
の
出
海
を
取
り
締
ま
る
「
私
越
冒
度
関
津
」
律
は
ど
の
よ
う
な
条
文
な
の
か
、
そ
の
条
文
の
検
討
を
し
よ
う
。
条

文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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凡
そ
（
ｄ
）
文
引
無
く
し
て
、
關
津
を
私
に
度
る
者
は
、
杖
八
十
。（
ｅ
）
若
し
關
は
門
に
由
ら
ず
、
津
は
渡
に
由
ら
ず
し
て
、
而
し

て
越
度
す
る
者
は
、
杖
九
十
。（
ｆ
）
若
し
緣
邊
の
關
塞
を
越
度
す
る
者
は
、
杖
一
百
・
徒
三
年
。（
ｇ
）
因
り
て
外
境
に
出
づ
る
者
は
、

絞
。
守
把
の
人
、
知
り
て
故
ら
に
縱
す
者
は
、
同
罪
。
盤
詰
に
失
す
る
者
は
、
各
三
等
を
減
じ
、
罪
杖
一
百
に
止
む
。
軍
兵
は
又

た
一
等
を
減
じ
、
並
に
罪
と
し
て
直
日
の
者
を
坐
す
。
餘
條
は
此
を
准
す
。（
ｈ
）
若
し
文
引
有
る
も
、
名
を
冒
し
て
關
津
を
度
る
者

は
、
杖
八
十
。
家
人
の
相
冒
す
る
者
は
、
罪
と
し
て
家
長
を
坐
す
。
守
把
の
人
、
情
を
知
る
は
與
に
同
罪
。
知
ら
ざ
る
者
は
坐
さ

ず
。（
ｉ
）
其
の
馬
騾
を
將
て
關
津
を
私
度
冒
度
す
る
者
は
、
杖
六
十
。
越
度
は
、
杖
七
十⑰

。

こ
の
条
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
は
、
次
の
五
つ
で
あ
る
。

　
（
ｄ
）  

手
形
を
持
た
ず
に
、
関
所
や
川
港
を
勝
手
に
通
る
こ
と
。（
私
度
）

　
（
ｅ
）
関
所
の
場
合
は
門
を
、
川
港
の
場
合
は
渡
し
場
を
通
ら
な
い
で
、
超
え
て
い
く
こ
と
。（
越
度
）

　
（
ｆ
）
国
境
地
域
の
と
り
で
を
越
度
す
る
こ
と
。

　
（
ｇ
）
国
外
に
出
て
い
く
こ
と
。

　
（
ｈ
）  

手
形
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
人
を
名
乗
っ
て
関
所
や
川
港
を
通
る
こ
と
。（
冒
度
）

　
（
ｉ
）
私
度
、
越
度
、
冒
度
の
際
に
馬
騾
を
持
ち
出
す
こ
と
。

こ
の
条
文
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
関
所
な
ど
を
非
合
法
に
超
え
て
い
く
こ
と
＝
人
の
移
動
の
制
限
で
あ
る
。
非
合
法
の
出
海
に
当

て
ら
れ
て
い
た
「
越
邊
關
者
」
律
は
こ
こ
で
は
（
ｆ
）
に
該
当
す
る
。「
私
越
冒
度
関
津
」
律
は
全
体
的
に
『
唐
律
』
を
継
承
し
た
も
の

で
あ
り
、（
ｇ
）（
ｆ
）
は
『
唐
律
』
の
「
越
度
辺
邊
関
塞
」
律
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
れ
は
【
表
1
】
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

『
唐
律
』
な
ら
び
に
こ
の
条
文
に
は
「
下
海
」
の
文
字
は
な
く
、出
海
に
関
わ
る
想
定
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
先
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ほ
ど
の
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
に
見
た
よ
う
に
非
合
法
の
出
海

に
も
「
私
越
冒
度
関
津
」
律
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
、
沿
海
で
の
犯
罪
に
対
す
る
律
を
整
理
す
る
と
次
の

よ
う
に
言
え
る
。
許
可
の
な
い
出
海
は
「
私
越
冒
度
関
津
」
律

で
取
り
締
ま
り
、
禁
制
品
の
持
ち
出
し
売
却
は
、「
私
出
外
境
及

違
禁
下
海
」
律
で
取
り
締
ま
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
私
越
冒
度

関
津
」
律
で
人
の
、「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
で
モ
ノ
の
取

り
締
ま
り
を
す
る
と
い
う
明
確
な
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い

た
。
薛
允
升
『
唐
明
律
合
編⑱

』
や
沈
家
本
『
明
律
目
箋⑲

』
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
重
複
と
捉
え
る
理
解
は
不
適
切
と
言
え

る
。

第
四
節
「
舶
商
匿
貨
」
律
が
定
め
る
持
ち
込
み
の
秩
序

前
節
で
紹
介
し
た
二
条
は
、
国
内
か
ら
人
、
モ
ノ
が
出
て
い

く
の
に
対
し
て
制
限
を
か
け
た
条
文
で
あ
る
。
で
は
、「
持
ち
出

し
」
で
は
な
く
「
持
ち
込
み
」
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
規
定

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
商
業
等
に
関
わ
る
規

定
を
示
す
「
戸
律
」
に
「
舶
商
匿
貨
」
律
と
呼
ば
れ
る
条
文
が

【明律】兵律・関津「私越冐度關津」 【唐律】

凡無文引私度關津者、杖八十。若關不由門・津不由
渡而越度者、杖九十。

諸私度關者、徒一年。越度者、加一等、（不由門爲
越。）

若越度緣邊關塞者、杖一百、徒三年。

因而出外境者、絞。守把之人、知而故縱者、同罪。
失於盤詰者、各減三等、罪止杖一百。軍・兵又減一
等、並罪坐直日者。〔餘條准此。〕

諸越度緣邊關塞者、徒二年。共化外人私相交易、若取
與者、一尺徒二年半、三疋加一等、十五疋加役流

【疏義】出入國境、非公使者不合、故但云越度、不言
私度。

若有文引、冐名度關津者、杖八十。

家人相冐者、罪坐家長。守把之人知情、與同罪。不
知者、不坐。

其將馬 私度、冐度關津者、杖六十。越度、杖七
十。〔私度、謂人有引、馬 無引者。冐度、謂馬
冐他人引上馬 毛色齒歲者。越度、謂人由關津、馬
不由關津而度者。〕

諸不應度關而給過所、（取而度者亦同。）若冐名請過
所而度者、各徒一年。

若家人相冐、杖八十。主司及關司知情、各與同罪、不
知情者、不坐。

卽將馬越度・冐度及私度者各減人二等、餘畜、又減二
等。（家畜相冐者、不坐。）

【表 1】
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あ
る
。
そ
の
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

凡
そ
海
に
泛
か
ぶ
客
商
の
舶
船
も
て
岸
に
到
れ
ば
、即
ち
物
貨
を
將
て
實
を
盡
く
し
て
官
に
報
し
て
抽
分
す
。（
ｊ
）
若
し
沿
港
の

土
商
、
牙
儈
の
家
に
停

し
て
報
ぜ
ざ
る
者
は
、
杖
一
百
。（
ｋ
）
供
報
す
る
と
雖
も
而
れ
ど
も
盡
さ
ざ
る
者
は
、
罪
す
る
に
亦
た
之

の
如
く
す
。
物
貨
並
べ
て
官
に
入
れ
、
停
藏
の
人
罪
を
同
じ
う
す
。
告
獲
せ
る
者
は
、
官
賞
銀
二
十
兩
を
給
す⑳

。

こ
れ
は
、「
兵
律
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
前
の
二
つ
と
は
異
な
り
軍
事
上
の
目
的
で
は
な
く
、
脱
税
行
為
を
処
罰
す
る
と
い
う
経
済
案

件
で
取
り
扱
わ
れ
る
条
文
で
あ
る
。「
客
商
の
舶
船
」
が
岸
に
つ
い
た
際
に
、
そ
の
載
せ
て
来
た
貨
物
を
正
確
に
報
告
し
、
そ
の
際
に
一

部
を
「
抽
分
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
規
定
で
、
ま
た
そ
の
際
「
抽
分
」
を
逃
れ
た
場
合
の
処
罰
を
定
め
た
規

定
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

（
ｊ
）
港
付
近
の
土
着
の
商
人
や
仲
買
人
の
家
に
貨
物
を
置
き
、
そ
れ
を
報
告
し
な
い
こ
と
。

（
ｋ
）
報
告
を
し
た
と
し
て
も
、
完
全
で
は
な
い
報
告
を
す
る
こ
と
。

脱
税
を
罰
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
匿
税
」
律
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
「
舶
商
匿
貨
」
律
の
刑
罰
よ
り
も
軽
く
な
っ
て
お
り
差
別
化

が
図
ら
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
海
上
貿
易
を
別
条
文
と
し
て
独
立
さ
せ
、
そ
の
刑
罰
を
重
く
し
て
い
る
の
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
だ

ろ
う
が
、
そ
こ
は
明
代
の
律
学
者
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
雷
夢
麟
は
『
読
律
瑣
言
』
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

前
言
の
税
を
匿
す
者
は
、
其
の
利
微
か
な
れ
ば
、
故
に
笞
五
十
に
し
て
半
も
て
之
を
罰
す
。
此
に
言
う
貨
を
匿
す
者
は
其
の
利

大
き
く
、
故
に
杖
一
百
に
し
て
全
も
て
之
を
罰
す
。
貨
を
匿
す
は
専
ら
舶
商
に
就
き
て
、
以
て
舶
商
の
利
大
な
る
を
言
う
な
り㉑

。
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要
す
る
に
、
船
で
運
ん
で
来
た
貨
物
を
隠
し
た
場
合
は
、
た
だ
の
「
匿
税
」
律
と
比
べ
て
利
益
が
大
き
い
こ
と
を
理
由
に
罪
を
重
く
し

て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

一
方
で
王
肯
堂
は
『
律
例
箋
解
』
で
は
、
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
。

　
「
舶
商
匿
貨
」
の
罰 「
匿
税
」
よ
り
浮す

ぐ
る
は
、
華
夷
内
外
の
辨
を
厳
に
す
れ
ば
な
り
。
専
ら
其
の
利
大
為
る
に
非
る
な
り
。
賞

を
充
つ
る
は
官
に
入
る
物
を
言
わ
ず
而
し
て
官
の
給
す
る
銀
を
言
う
。
亦
た
其
れ
番
物
な
る
を
以
て
の
故
な
る
の
み
。
今
船
を
將

て
下
海
通
番
せ
る
者
は
例 
有
り
て
之
を
禁
ず
る
も
又
た
海
防
に
慎
重
な
る
の
意
な
り㉒

。

「
舶
商
匿
貨
」
律
の
刑
罰
が
「
匿
税
」
律
よ
り
重
い
の
は
、
華
夷
の
別
を
厳
密
に
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
利
益
が
大
き
い
こ

と
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

ま
た
、
罪
人
を
告
発
し
た
場
合
や
捕
え
た
場
合
に
は
、
賞
金
と
し
て
銀
二
十
両
が
給
付
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
私
出
外
境
及
違
禁
下

海
」
律
で
は
、
没
収
し
た
貨
物
の
十
分
の
三
で
あ
っ
た
の
と
異
な
る
。
王
肯
堂
は
こ
こ
で
給
付
さ
れ
る
の
が
没
収
し
た
貨
物
で
は
な
い

の
は
、
そ
れ
が
「
番
物
」
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
で
考
え
る
な
ら
入
っ
て
く
る
モ
ノ
に
つ
い
て
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。「
番
物
」
が
国
内
に
浸
透
す
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
ね
ら
い
が
こ
の
条
文
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
雷
夢
麟
は
嘉
靖
年
間
、
王
肯
堂
は
万
暦
年
間
の
人
物
で
あ
り
、
二
人
が
生
き
た
時
代
の
間
に
は
、
嘉
靖
大
倭
寇
の
時
代
を

挟
ん
で
い
る
。
時
代
に
よ
る
認
識
の
差
異
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
海
外
貿
易
と
ま
で
は
な
ら
な
く
て
も
、

海
上
貿
易
に
特
別
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
無
い
。
も
ち
ろ
ん
「
客
商
の
舶
船
」
と
は
必
ず
し
も
海
外
の
船
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
海
上
輸
送
が
あ
っ
て
、そ
れ
に
対
し
て
他
の
商
業
活
動
と
は
異
な
る
認
識
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
こ
ま
で
『
明
律
』
の
条
文
か
ら
そ
の
規
定
を
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
制
限
は
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
貿
易
そ
れ

自
体
を
取
り
締
ま
る
規
定
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
つ
ま
り
『
明
律
』
の
定
め
る
法
秩
序
の
中
で
は
貿
易
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
民
間
貿
易
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ

れ
だ
け
で
貿
易
が
行
わ
れ
た
と
断
言
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。

む
し
ろ
『
明
律
』
の
認
識
の
中
で
は
、
民
間
人
が
国
境
を
超
え
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
、
そ
う
い
っ
た
認
識
の

上
で
は
民
間
貿
易
自
体
も
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
た
だ
そ
う
は
言
っ
て
も
『
明
律
』
に
民
間
に
よ
る
密
貿
易
と

い
う
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、『
明
律
』
に
従
っ
て
断
罪
を
行
う
以
上
、
そ
う
い
っ
た
行
為
を
断
罪
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
明
律
』
だ
け
で
は
民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
＝
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
構
図
を
読
み
解
く
こ
と
は

出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
行
為
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
断
罪
し
た
の
か
次
章
で
確
認
し
よ
う
。

第
二
章
『
問
刑
条
例
』
の
編
纂
と
変
化
す
る
沿
海
の
秩
序

第
一
節
『
明
律
』
の
想
定
を
超
え
る
社
会
と
「
例
」

さ
て
、『
明
律
』
の
上
で
は
犯
罪
行
為
と
は
言
え
な
い
民
間
貿
易
は
、
嘉
靖
年
間
に
は
「
王
法
の
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
」
と
表
現
さ
れ
る

犯
罪
行
為
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
前
近
代
の
中
国
の
裁
判
で
は
、
想
定
さ
れ
る
犯
罪
行
為
を
記
し
た
律
文
に
犯
罪
行
為

を
適
用
さ
せ
て
裁
く
。
そ
の
た
め
、
そ
の
犯
罪
行
為
が
『
明
律
』
に
記
さ
れ
た
も
の
と
完
全
一
致
し
な
い
場
合
は
裁
く
こ
と
が
で
き
な

い㉓

。
と
こ
ろ
が
『
明
律
』
が
全
て
の
犯
罪
行
為
を
カ
バ
ー
で
き
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
明
律
』
が
制



明代成化・弘治年間の海上密貿易をめぐる法整備　豊嶋順揮

15

定
さ
れ
た
の
は
太
祖
洪
武
帝
の
治
世
で
あ
る
。
は
じ
め
洪
武
七
年
（
一
三
七
四
年
）
に
成
立
し
、
そ
の
後
、
修
訂
が
加
え
ら
れ
洪
武
三
十

年
（
一
三
九
七
年
）
に
現
存
し
て
い
る
形
の
『
更
定
大
明
律
』
と
な
っ
て
い
る
。
洪
武
年
間
の
想
定
し
う
る
犯
罪
行
為
は
カ
バ
ー
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
は
絶
え
ず
変
化
し
人
々
の
行
動
様
式
も
絶
え
ず
変
化
す
る
。
当
然
、
犯
罪
と
し
て
規
制
す
べ
き
行
動
も
新
た

に
現
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
明
律
』
は
、
太
祖
洪
武
帝
の
言
葉
と
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
変
更
を
加
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
ま
ま
新
た
に
現
れ
る
規
制
す
べ
き
行
為
を
裁
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た

『
明
律
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
行
為
に
対
し
て
裁
く
方
法
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
不
応
為
」
律㉔

と
い
う
条
文
で
裁
く
と
い
う
方
法

で
、
も
う
一
方
は
「
比
附
」
を
用
い
る
方
法
で
あ
る
。

ま
ず
「
不
応
為
」
律
で
あ
る
が
、す
る
べ
き
で
な
い
行
為
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
行
為
を
行
っ
た
際
に
引
か
れ
る
条
文
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、『
明
律
』
に
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
た
行
為
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
「
不
応
為
」
律
は
地
方
で
裁
判
に
関
わ
る
官
吏
に
と
っ
て
便
利
な
条
文
で
あ
る
が
、
刑
罰
が
重
く
と
も
杖
八
十
と
決
ま
ら
れ
て
お
り

杖
罪
以
下
の
軽
犯
罪
に
し
か
対
応
で
き
な
か
っ
た㉕

。

一
方
で
「
不
応
為
」
律
で
裁
き
き
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、「
比
附
」
が
用
い
ら
れ
る
。「
比
附
」
と
は
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
行
為

に
当
て
は
ま
る
規
定
が
既
存
の
律
に
存
在
し
な
い
場
合
、
他
の
規
定
を
援
引
し
て
処
罰
す
る
も
の
で
、
言
う
な
れ
ば
類
推
解
釈
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、『
明
律
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
徒
罪
以
上
が
妥
当
で
あ
る
べ
き
行
為
も
裁
く
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た㉖

。
た
だ
し
、
こ
の
「
比
附
」
が
行
わ
れ
る
際
に
は
原
案
を
ま
と
め
た
上
で
上
級
の
衙
門
に
送
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
そ
れ
を
検
討
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
皇
帝
に
よ
る
裁
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
裁
可
が
得
ら
れ
た
後
に
そ
の
処
罰
が
実
行
さ

れ
る
。
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こ
う
し
て
新
た
に
下
さ
れ
た
事
例
は
「
例
」
と
な
る
。
こ
の
時
、
今
後
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
生
じ
た
時
に
は
こ
の
「
例
」
に
照
ら

し
て
処
罰
す
べ
き
だ
と
皇
帝
が
考
え
た
の
な
ら
ば
、「
例
」
は
各
関
連
の
衙
門
に
「
通
行
」
さ
れ
、
犯
罪
行
為
を
断
罪
す
る
際
の
参
照
さ

れ
る
よ
う
に
な
る㉗

。
こ
う
い
っ
た
点
で
は
、「
例
」
と
は
立
法
と
司
法
の
性
格
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た㉘

。

明
中
期
ご
ろ
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
例
」
が
先
例
と
し
て
裁
判
で
扱
わ
れ
る
事
案
が
増
え
て
く
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
積
み
重
な
る
。
こ
う
し
て
無
尽
蔵
に
「
例
」
が
生
ま
れ
た
結
果
、
混
乱
が
生
じ
、
同
じ
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
て
も
そ
の
援
用

す
る
「
例
」
の
選
択
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
全
く
逆
の
判
断
が
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た㉙

。
そ
の
た
め
、
皇
帝
は
代
替
わ
り
ご
と
に

「
革
去
」
を
行
い
、
そ
の
都
度
整
理
を
行
っ
て
い
た㉚

。
そ
れ
で
も
、
普
遍
的
に
価
値
あ
る
重
要
な
条
例
は
「
旧
例
」
と
し
て
、
ま
た
量
刑

の
際
に
引
き
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
整
理
が
行
わ
れ
て
き
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
や
は
り
複
雑
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
後
世
に

残
す
べ
き
条
例
を
選
定
す
べ
く
、
弘
治
十
三
年
（
一
五
〇
〇
年
）
に
『
問
刑
条
例
』
が
編
纂
さ
れ
、
副
次
法
典
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
法
の
中
で
も
高
い
地
位
を
獲
得
し
た㉛

。

こ
の
際
に
、『
問
刑
条
例
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
条
例
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
通
行
」
さ
せ
ら
れ
た
「
例
」
か
ら
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
条
例
に
至
る
ま
で
に
は
、
律
で
裁
く
こ
と
が
出
来
ず
に
「
比
附
」
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
事
案
が
存

在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
案
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
時
々
で
生
ま
れ
た
新
し
い
罪
と
罰
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
新
た
な
犯
罪
行
為
か
ら
は
そ
の
時
代
社
会
の
あ
り
様
を
覗
く
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
、
密
貿
易
に
関
す
る
条
例
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
い
。
次
節
に
て
こ
れ
を
追
っ
て
い
こ
う
。

第
二
節
弘
治
『
問
刑
条
例
』
に
い
た
る
諸
条
例

本
節
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
一
条
文
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
で
あ
る
。
弘
治
『
問
刑
条
例
』
に
至
る
ま
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で
の
「
例
」
を
見
る
前
に
ま
ず
は
、
こ
の
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
条
文
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
そ
の
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
つ
、
官
民
人
等
、
①
（
イ
）
擅
に
二

以
上
の
違
式
の
大
船
を
造
り
、（
ロ
）
違
禁
物
質
を
將
帶
し
て
下
海
し
、
番
國
に
前
往
し
て

買
賣
し
、（
ハ
）
潛
に
海
賊
に
通
じ
、
同
に
謀
り
て
結
聚
す
る
、
及
び
嚮
導
を
為
し
、
良
民
を
劫
掠
せ
る
者
は
、
正
犯
は
處
す
る
に
極

刑
を
以
て
し
、
全
家
は
邊
衛
に
發
し
て
充
軍
せ
し
め
よ
。
②
若
し
止
だ
大
船
を
將
て
下
海
の
人
に
雇
與
し
、
番
貨
を
分
か
ち
て
取

る
の
み
、
及
び
曾
て
大
船
を
造
有
せ
ず
と
雖
も
、
但
だ
下
海
の
人
と
糾
ひ
通
じ
、
番
貨
を
接
買
せ
る
の
み
な
れ
ば
、
俱
に
問
い
て

邊
衛
に
發
し
充
軍
せ
し
め
よ
。
③
其
の
下
海
の
人
の
番
貨
の
到
來
せ
る
を
探
聽
し
、
私ひ

そ
か下

に
販
賣
、
收
買
し
、
若
し
蘇
木
・
樹
椒

の
一
千
斤
以
上
に
至
る
者
は
、
亦
た
問
い
て
邊
衛
に
發
し
充
軍
せ
し
め
よ
。
番
貨
は
官
に
入
る
。
④
若
し
小
民
の
單

の
小
船
を

使
し
、
海
邊
に
於
て
魚
蝦
を
捕
取
し
、
柴
木
を
探
打
す
る
者
は
、
巡
捕
せ
る
官
軍
兵
の
擾
害
を
許
さ
ず32

。〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕

こ
こ
か
ら
こ
の
条
文
の
構
成
す
る
要
素
を
分
割
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
（
イ
）
違
法
に
マ
ス
ト
が
二
本
以
上
の
船
を
作
り
、（
ロ
）
禁
制
品
を
外
国
へ
持
ち
出
し
売
却
し
、（
ハ
）
海
賊
と
通
じ
て
徒
党
を
組
ん
だ
り
手

引
き
を
し
て
略
奪
し
た
場
合
、
正
犯
は
死
刑
で
、
家
族
も
充
軍
刑
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
犯
罪
行
為
の
構
成
要
素
を
分
割
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
イ
）
違
法
に
マ
ス
ト
が
二
本
以
上
の
船
を
作
る
こ
と
。

（
ロ
）
禁
制
品
を
外
国
へ
持
ち
出
し
出
海
し
外
国
で
売
買
す
る
こ
と
。

（
ハ
）
海
賊
と
通
じ
て
徒
党
を
組
ん
だ
り
手
引
き
を
し
て
略
奪
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、（
ロ
）
に
は
、
も
う
少
し
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
禁
制
品
を
持
ち
出
す
の
で
あ
れ
ば
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
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が
あ
る
。
こ
の
行
為
に
売
買
を
加
え
た
部
分
が
こ
の
部
分
で
あ
る
。
文
言
に
は
「
買
賣
」
と
あ
る
が
、
持
ち
出
し
た
禁
制
品
は
売
る
も

の
な
の
で
「
買
賣
」
で
は
表
現
と
し
て
お
か
し
い
。
そ
こ
で
（
ロ
）
の
部
分
を
さ
ら
に
分
割
し
て
次
に
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
合
理
的

に
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
（
ロ
-①
）
禁
制
品
を
外
国
へ
持
ち
出
し
出
海
し
外
国
に
行
き
売
却
す
る
こ
と
。

　
（
ロ
-②
）
外
国
に
行
き
（
ロ
-①
）
で
得
た
利
益
を
元
手
に
番
貨
を
購
入
す
る
こ
と
。

波
線
部
は
補
っ
た
部
分
で
は
あ
る
が
、
密
貿
易
が
行
わ
れ
る
過
程
を
考
え
れ
ば
合
理
的
な
解
釈
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

②
（
イ
）
を
行
い
、
そ
の
船
を
（
ロ
）
を
行
う
人
物
に
貸
し
与
え
番
貨
を
受
け
取
る
こ
と
の
み
を
行
っ
た
人
物
も
し
く
は
、（
イ
）
は
せ

ず
に
（
ロ
）
を
行
っ
た
人
物
と
通
じ
て
番
貨
を
購
入
し
た
人
物
は
、
充
軍
刑
と
な
る
。

③
上
（
ロ
）
を
行
っ
た
人
物
の
番
貨
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
そ
れ
を
売
買
し
、
そ
の
際
の
蘇
木
と
胡
椒
が
千
斤
以
上
の
人

物
が
い
た
場
合
＝
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
数
人
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
充
軍
刑
と
な
る
。

④
ま
た
、
一
般
人
の
マ
ス
ト
が
一
本
の
船
で
海
に
出
て
漁
業
し
た
り
、
柴
木
を
採
っ
た
り
者
を
軍
隊
は
邪
魔
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
構
成
要
素
に
注
目
し
て
、『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
に
収
録
さ
れ
た
四
つ
の
条
例
を
見
て
行
こ
う
。『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
に

見
え
る
条
例
に
は
弘
治
問
刑
条
例
と
文
言
を
共
有
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
元
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
の
一
項
目
は
、
発
端
と
な
る
上
奏
文
か
ら
始
ま
り
、
文
書
伝
送
や
各
衙
門
の
議
論
を
経
て
、
皇
帝
の
裁

可
に
至
る
一
連
の
過
程
を
ま
と
め
た
も
の
を
基
本
的
な
構
成
と
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
例
を
引
用
し
、
そ

こ
か
ら
量
刑
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
議
論
で
引
用
さ
れ
る
事
例
を
み
る
こ
と
で
、
新
た
に
発
せ

ら
れ
る
条
例
が
ど
の
例
を
基
に
し
て
発
せ
ら
れ
た
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
で
古
い
も
の
か
ら
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
事
例
の
う
ち
最
も
古
い
の
が
次
の
天
順
八
年
の
事
例
で
あ
る
。
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（
ⅰ
）
査
得
す
る
に
天
順
八
年
五
月
二
十
七
日
、
節
該
の
刑
部
尚
書
陸
瑜
等
の
題
に
、「
原
奉
欽
定
の
榜
例
を
將
て
、
浙
江
・
福

建
・
廣
東
の
都
・
布
・
按
三
司
、
并
び
に
直
隸
の
衛
所
、
總
督
備
倭
巡
海
等
督
の
屬
に
申
明
に
通
行
せ
し
め
、
一
體
に
禁
約
を
遵

奉
せ
し
め
よ
。
軍
民
人
等
、（
イ
）
二

、
三

大
舡
を
打
造
し
、（
ロ
）
私
に
外
洋
に
出
で
、
番
貨
を
接
買
し
、
私
鹽
等
の
項
を
興
販

し
非
を
為
す
を
許
さ
ず
。
如
し
故
ら
に
違
ふ
有
ら
ば
、
事
發
し
官
に
到
れ
ば
、
榜
例
に
照
依
し
、
正
犯
は
處
す
る
に
極
刑
を
以
て

し
、
家
口
邊
衛
に
發
し
充
軍
せ
し
む
べ
し
。」
等
の
因
あ
り
。
具
題
す
。
奉
じ
た
る
聖
旨
に
、「
是
な
り
。」
と
。
此
を
欽
め
り33

。

こ
こ
で
は
ま
だ
、
①
の
（
イ
）
と
（
ロ
）
の
一
部
分
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。「
二

、
三

大
舡
を
打
造
」
す
る
の
は
、（
イ
）

を
完
全
に
満
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
と
こ
ろ
が
（
ロ
）
は
、「
外
洋
に
出
で
、
番
貨
を
接
買
し
」
と
い
う
部
分
が
（
ロ
-②
）
を

満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、（
ロ
-①
）
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
さ
ら
に
、「
私
鹽
等
の
項
を
興
販
」
す
る
と
い
う

部
分
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
そ
の
後
の
条
例
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
最
も
古
い
条
例
と
は
言
っ
て
も
「
榜
例
に
照
依
し
」
と
あ
り
、
こ
れ
よ
り
前
に
も
依
拠
す
べ
き
例
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。次

に
見
ら
れ
る
の
が
成
化
七
年
の
事
例
で
あ
る
。

　
（
ⅱ
）
成
化
七
年
二
月
二
十
四
日
、
節
該
の
欽
奉
せ
る
憲
宗
皇
帝
の
聖
旨
に
「
近
ご
ろ
聞
く
な
ら
く
有
等
の
奸
頑
の
徒
、（
イ
）
擅

に
違
式
大
船
を
造
り
、（
ロ
）
違
禁
物
貨
を
將
帶
し
、
番
國
に
前
往
し
買
賣
す
。
都
察
院
に
恁つ

き
て
便
ち
に
榜
を
出
さ
し
め
福
建
、
廣

東
、
浙
江
各
府
州
縣
に
去
き
て
常つ

ね川
に
張
掛
し
、
曉
諭
を
通
行
せ
し
め
よ
。
犯
し
了た

る
的も

の

有
ら
ば
、
即た

だ
ち便

に
擎
問
し
、
正
犯
は
死

を
處
す
る
に
極
刑
を
以
て
し
、
家
口
は
沿
邊
衛
所
に
發
し
充
軍
せ
し
め
よ
。」
と
。
此
を
欽
め
り34

。
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こ
こ
で
も
ま
だ
①
の
（
イ
）
と
（
ロ
）
の
部
分
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
（
ⅰ
）
と
比
べ
て
、（
ロ
）
の
部
分
に
（
ロ
-①
）

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
の
文
言
に
近
づ
い
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
条
例
に
は
適
用
範
囲
に
つ
い
て
「
福
建
、
廣
東
、
浙
江
各
府
州
縣
」
で
示
さ
れ
て
お
り
、
地
域
限
定
的
な
条
例
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
常つ

ね川
に
張
掛
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
か
ら
条
例
が
常
時
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

次
に
見
ら
れ
る
の
が
成
化
十
五
年
の
事
例
で
あ
る
。

　
（
ⅲ
）
該
廣
東
按
察
司
奏
し
て
問
う
に
「
犯
人
方
敏
等
、
各
お
の
例
に
て
磁
器
を
收
買
し
、（
ロ
）
舡
隻
裝
し
て
海
洋
に
出
で
到
る

を
准
し
、
番
貨
を
易
換
し
、
事
發
す
れ
ば
各
お
の
「
越
度
邊
關
」
に
擬
し
て

等
從
罪
と
し
、
例
を
引
き
奏
奉
す
。
本
院
看
得
す

る
に
、
方
敏
等
（
ロ‒

②
）
番
貨
を
接
買
せ
る
と
雖
も
、
曾
て
自
ら
（
イ
）
違
式
大
船
を
造
ら
ず
、
若
し
止
だ
徒
罪
に
照
ら
し
發
落
す
る

は
、
太は

な
はだ

輕
か
る
が
似
し
、
若
し
榜
例
に
依
り
て
處
治
せ
ば
太は

な
はだ

重
き
に
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
。
具
題
し
、
奉
じ
た
る
聖
旨
に

「
方
敏
・
方
祁
・
方
洪
・
陳
佑
・
陳
榮
・
呉
孟
・
梁
大
英
は
都
て
廣
西
邊
衛
に
押
發
し
充
軍
せ
し
め
、
家
小
は
隨
住
せ
し
め
よ
。」

と
。
此
を
欽
め
り35

。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
②
で
あ
る
。
ま
た
適
用
範
囲
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、（
ⅱ
）
と
同
様
、「
福
建
、
廣
東
、
浙
江
各
府
州

縣
」
と
い
っ
た
比
較
的
狭
い
地
域
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
事
例
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、（
ロ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
（
こ
こ
で
は
方
敏
・
方
祁
・
方
洪
・
陳
佑
・
陳
榮
・
呉
孟
）
の
量
刑
で

あ
る
。
彼
ら
は
磁
器
を
購
入
し
て
、そ
れ
を
持
ち
出
し
て
海
洋
で
番
貨
と
交
換
し
た
。
と
こ
ろ
が
（
イ
）
の
行
為
は
満
た
し
て
い
な
い
。
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そ
の
た
め
（
ⅱ
）
の
条
例
に
照
ら
し
て
そ
の
ま
ま
罰
す
る
わ
け
に
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
徒
罪
、
す
な
わ
ち
「
私
越
冒
度
関
津
」
律
の

う
ち
の
、
辺
境
地
帯
や
沿
海
な
ど
国
境
地
域
の
と
り
で
を
越
度
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
（「
私
越
冒
度
関
津
」
律
の
（
ｃ
））
で
裁
こ
う

と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
罪
が
軽
す
ぎ
る
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
榜
例
で
裁
き
死
罪
に
当
て
る
の
で
は
、（
イ
）
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め

妥
当
で
は
な
く
重
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
結
局
（
イ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
（
梁
大
英
）
も
、（
ロ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
も
、

死
刑
は
免
れ
、
死
刑
と
流
刑
の
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
充
軍
刑
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
こ
れ
以
前
の
条

例
に
は
、（
イ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
と
（
ロ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
が
別
に
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。（

イ
）
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
の
量
刑
は
②
の
中
に
残
っ
て
い
く
が
、（
ⅳ
）
な
ら
び
に
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
に
は
（
ロ
）
の
み
を
行

な
っ
た
人
物
の
刑
罰
を
示
し
た
条
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
で
対
応
で
き
る
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
「
下
海
の
人
と
通
ず
」
や
「
下
海
の
人
と
糾
ひ
通
ず
」
が
「
下
海
の
人
」
に
随
行
し
た
だ
け
の
人
物
＝
（
ロ
）
の
み
を
行
な
っ

た
人
物
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
年
）
の
事
例
で
あ
る
。

　
（
ⅳ
）
合
に
す
べ
き
や
無
や
兩
京
並
び
に
南
北
直
隸
及
び
廣
東
、
福
建
、
浙
江
等
の
處
の
問
刑
衙
門
に
通
行
し
、
今
後
②
大
船
を

打
造
し
、
物
貨
を
將
帶
し
、
番
國
に
前
往
し
買
賣
せ
る
者
の
、
事
發
し
て
前
項
の
欽
奉
の
せ
る
聖
旨
の
榜
例
に
照
ら
し
て
問
擬
し

邊
に
發
せ
る
を
除
い
て
外
は
、
其
の
除
大
船
を
打
造
す
る
も
專
一
に
下
海
の
人
に
届
け
與
え
、
番
貨
を
分
取
す
る
、
或
い
は
又
た

下
海
の
人
と
通
じ
、
番
貨
を
接
買
し
、
曾
て
大
船
を
打
造
せ
ざ
る
と
雖
も
、
事
發
し
問
擬
し
明
白
な
れ
ば
、
俱
に
邊
衛
に
發
し
充

軍
せ
し
む
る
こ
と
を
。
③
若
し
下
海
之
人
の
番
貨
を
到
來
せ
し
む
る
を
探
聽
し
私ひ

そ
か下

に
收
買
し
販
賣
せ
る
者
は
、
事
發
し
官
に
到
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ら
し
め
、
若
し
蘇
木
、
胡
椒
の
一
千
斤
以
上
に
至
る
者
は
、
方
敏
等
の
事
例
に
照
ら
し
て
、
首
從
を
分
か
た
ず
、
問
擬
し
明
白
な

ら
ば
、
奏
請
し
定
奪
す
べ
し
。
若
し
前
數
に
及
ば
ざ
る
者
は
、
止
だ
前
例
に
照
ら
し
て
發
落
し
、
番
貨
は
俱
に
數
を
盡
し
て
入
官

し
、
牙
行
、
停
貨
人
の
家
の
官
に
首つ

ぐ
る
を
行
わ
ざ
る
者
は
、
事
發
し
一
體
に
治
罪
す
べ
し
。
…
…
奉
じ
た
る
聖
旨
に
、「
是
な

り
。」
と
。
此
を
欽
む36

。

こ
こ
で
は
ま
だ
④
の
部
分
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、そ
れ
以
外
の
大
部
分
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
条
例
の
適
用
範
囲
は
、

「
兩
京
並
び
に
南
北
直
隸
及
び
廣
東
、
福
建
、
浙
江
」
で
あ
り
、
沿
岸
地
方
の
大
部
分
に
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
沿
岸
全
域
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。

こ
の
事
例
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
南
京
で
官
の
親
戚
を
騙
っ
て
密
貿
易
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
商
品
を
販
売
し
て
い
た
商
人

の
量
刑
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
密
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
番
貨
が
、
経
済
の
中
心
で
あ
り
、
都
に
準
ず
る
都
市
で
あ
る
南
京
に
ま
で
蔓

延
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
う
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
南

直
隷
は
蘇
州
な
ど
江
南
地
域
を
含
む
。
南
北
両
京
は
、
お
そ
ら
く
消
費
地
と
し
て
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

改
め
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
天
順
八
年
（
ⅰ
）
に
①
の
（
イ
）（
ロ
）
の
部
分
が
整
備
さ
れ
る
。
次
に
成
化
七
年
（
ⅱ
）
に
そ
れ

が
常
時
適
用
の
条
例
と
な
る
。
そ
し
て
、
成
化
十
五
年
（
ⅲ
）
に
は
、（
イ
）
と
（
ロ
）
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
か
の
み
を
行
な
っ
た
人
物
に

対
す
る
刑
が
示
さ
れ
②
の
部
分
が
完
成
す
る
。
そ
し
て
弘
治
元
年
（
ⅳ
）
で
は
、
密
貿
易
を
行
っ
た
者
だ
け
で
な
く
番
貨
を
取
り
扱
う

商
人
を
も
罰
す
る
③
の
部
分
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
わ
か
ら
な
い
が
④
の
部
分
が
加
え
ら
れ
、
①
に
（
ハ
）
が
加

え
ら
れ
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
が
完
成
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
間
貿
易
＝
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
図
式
が
成
文
法
の
中
で
完
成
し
た
。
た

だ
民
間
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
は
、（
ⅰ
）
の
事
例
の
中
に
「
榜
例
に
照
依
し
」
と
出
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
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在
し
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

第
三
節　
「
海
禁
令
」
と
条
例
の
法
的
な
継
続
性

民
間
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
意
識
が
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
民
間
貿
易
＝

犯
罪
と
い
う
意
識
は
い
つ
か
ら
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
か
な
り
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
明
初
の
法
制
関
係
の
史
料
は
少

な
く
、
確
実
に
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
事
例
か
ど
う
か
判
断
は
難
し
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
構
成
要
素
が
部
分
的

に
認
め
ら
れ
る
事
例
は
『
実
録
』
の
中
に
存
在
す
る
。

例
え
ば
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
は
、明
初
の
「
海
禁
令
」
を
九
例
あ
げ
て
い
る37

。『
実
録
』
の
中
か
ら
「
海
禁
令
」
に
当
た
る
も
の
を
集

め
て
い
る
た
め
、
事
実
を
た
だ
述
べ
て
い
る
も
の
や
、
聖
旨
を
要
約
し
禁
止
す
る
行
為
か
ら
処
罰
ま
で
書
か
れ
た
も
の
な
ど
様
々
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
後
の
例
と
法
的
な
継
続
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
法
的
な
継
続
性
を
見
る
た
め
に
は
、
ど
う
し

た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
と
刑
罰
が
後
の
例
と
関
連
す
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
前
説
の
（
イ
）（
ロ
）

（
ハ
）
の
犯
罪
行
為
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
判
断
し
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
は
洪
武
年
間
の
事
例
で
あ
る
。

Ａ
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
四
月
乙
酉
条

　

申か
さ

ね
て
人
民
に
禁
じ
て
擅
に
出
海
し
（
ロ
）
外
國
と
互
市
す
る
を
得
る
を
無
か
ら
し
む38

。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
（
ロ
）
に
当
た
る
行
為
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
（
ロ
）
が
犯
罪
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
認
識
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は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
間
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
認
識
は
こ
の
段
階
で
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
い
で
永
楽
年
間
の
事
例
が
あ
る
。

Ｂ
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
年
）
正
月
辛
酉
条

　

辛
酉
…
…
、
民
の
下
海
を
禁
ず
。
時
に
福
建
瀕
塘
海
の
居
民
、
私
に
海
船
に
載
り
、
外
國
に
交
通
し
、（
ハ
）
因
り
て
寇
を
為
し
、

郡
縣
以
聞
す
。
逐
っ
て
令
を
下
し
（
イ
）
民
間
の
海
船
を
禁
じ
、
原
よ
り
海
船
有
る
者
は
、
悉
く
改
め
て
平
頭
船
と
為
し
、
所
在
の

有
司
其
の
出
入
を
防
ぐ39

。

こ
こ
で
は
（
イ
）（
ハ
）
の
行
為
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
（
イ
）
は
、「
民
間
の
海
船
を
禁
」
ず
と
あ
り
、
船
の
建
造
で
は
な
く

所
有
の
禁
止
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
外
洋
航
行
が
可
能
な
船
も
、「
平
頭
船
」
へ
と
改
造
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
民
間
の
海

船
」
は
存
在
し
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
後
に
「
民
間
の
海
船
」
が
有
れ
ば
、
そ
れ
は
新
た
に
建
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
と

な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
か
ら
は
海
船
の
建
造
の
禁
止
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、（
イ
）
の
行
為
が
犯
罪
行
為
と
な
っ
た
の
は
こ

こ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、（
ハ
）
の
行
為
は
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

次
い
で
宣
徳
八
年
に
は
、
こ
れ
ら
を
犯
罪
行
為
と
し
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

Ｃ
『
明
宣
宗
実
録
』
宣
徳
八
年
（
一
四
二
九
年
）
七
月
己
未
条

　

己
未
、
行
在
の
都
察
院
に
命
じ
て
私
通
番
國
の
禁
を
嚴
し
く
せ
し
め
、
上
右
都
御
史
顧
佐
等
に
諭
し
て
曰
く
「
私
に
外
夷
と
通
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じ
る
は
、
已
に
禁
例
有
り
。
近
歳
官
員
軍
民
、
遵
守
往
往
を
知
ら
ず
、（
イ
）
私
に
海
舟
を
造
り
、
朝
廷
の
辦そ

な

ふ
る
を
斡

つ
か
さ
どる

と
假い

つ
わり

て

名
と
為
し
、（
ハ
）
擅
に
自
ら
番
に
下
り
外
夷
を
擾
害
し
、
或
い
は
誘
引
し
て
寇
比
を
為
す
者
は
、
已
に
擒
獲
有
ら
ば
、
各
お
の
寘
重

に
罪
す
る
の
み
、
宜
し
く
申
明
に
前
禁
榜
諭
す
べ
し
。
緣
海
軍
民
犯
す
者
有
ら
ば
、
諸
人
を
許
す
。
首
告
し
て
實
を
得
る
者
は
犯

し
た
る
人
の
家
貲
の
半
を
給
し
、
知
り
て
告
げ
ざ
る
は
軍
衛
に
及
ぶ
。
司
の
之
を
縱ゆ

る

し
禁
ぜ
ざ
る
者
有
ら
ば
一
體
に
治
罪
せ
よ
。」

と40

。

こ
こ
で
は
「
已
に
禁
例
有
り
」　

と
あ
る
こ
と
か
ら
、恐
ら
く
は
永
楽
年
間
の
Ｂ
の
事
例
が
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
確
認
で
き
る
行
為
は
、（
イ
）
の
と
（
ハ
）
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
実
際
に
（
イ
）
や
（
ハ
）
の
犯
罪
行

為
を
行
っ
た
人
物
の
刑
罰
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
波
線
部
が
記
し
た
部
分
に
犯
罪
を
知
っ
て
い
る
人
物
が
告
発
し
な
か
っ
た
場

合
の
刑
罰
は
記
さ
れ
て
い
る
。「
軍
衛
に
及
ぶ
」
と
い
う
の
は
、充
軍
刑
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
本
人
の
刑
罰
は
充
軍
刑

以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
刑
罰
を
断
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
後
の
条
例
が
本
人
は
斬
刑
、
家
族

は
充
軍
刑
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
斬
刑
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

つ
い
で
正
統
年
間
の
事
例
で
は
行
為
者
本
人
の
刑
罰
が
明
ら
か
に
な
る
。

Ｄ
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
年
）
六
月
壬
申
条

　

福
建
巡
海
按
察
僉
事
董
應
軫
言
へ
ら
く
「
舊
例
、（
ロ
）
瀕
海
居
民
の
私
に
外
夷
に
通
じ
、
番
貨
を
貿
易
し
、
事
情
を
漏
泄
し
、
及

び
（
ハ
）
海
賊
を
引
き
邊
地
を

掠
せ
る
者
は
、
正
犯
は
極
刑
、
家
人
は
邊
を
戍
ら
し
め
、
情
を
知
る
も
故
に
縱
す
者
は
罪
同
じ
く

す41

。」
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波
線
部
が
刑
罰
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
犯
罪
者
本
人
の
刑
罰
規
定
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
犯
人
の
主
犯
は
、

極
刑
に
処
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、家
族
は
辺
境
を
守
ら
せ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
辺
境
を
守
ら
せ
る
と
い
う
の
は「
全

家
は
邊
衛
に
發
し
て
充
軍
せ
し
む
。」
と
い
う
充
軍
刑
の
具
体
的
な
内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、家
族
は
充
軍
刑
で
罰
せ
ら
れ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
（
ロ
）（
ハ
）
に
加
え
「
事
情
を
漏
泄
」
す
る
と
い
う
行
為
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
の

（
ｃ
）
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
後
の
条
例
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
こ
の
部
分
が
必
要
な
い
か
ら
で
あ
ろ

う
。（
ｃ
）
の
行
為
は
斬
刑
、
一
方
で
条
例
は
そ
れ
に
家
族
の
充
軍
刑
が
加
わ
る
。『
明
律
』
に
は
、
二
つ
の
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合
、

刑
の
重
い
方
で
罰
せ
ら
れ
る
た
め42

（
ｃ
）
の
行
為
が
有
ろ
う
が
無
か
ろ
う
が
重
い
刑
に
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の

部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

次
い
で
天
順
年
間
の
事
例
で
は
、
後
の
条
文
に
か
な
り
近
い
形
で
現
れ
て
く
る
。

Ｅ
『
明
英
宗
実
録
』
天
順
三
年
七
月
辛
巳
条

　

浙
江
并
び
に
直
隷
の
緣
海
衛
軍
民
に
禁
じ
、（
イ
）
私
に
大
船
を
造
り
、（
ハ
）
人
衆
を
糾
集
し
、
軍
器
を
携
え
て
下
海
し
、
盜
を
為

す
を
許
さ
ず
。
敢
え
て
違
ふ
者
有
ら
ば
、
正
犯
は
處
す
る
に
以
て
極
刑
と
し
、
家
屬
は
發
し
て
邊
衛
を
戍
せ
し
む43

。

こ
こ
で
は
宣
徳
八
年
の
事
例
と
同
様
、
犯
罪
の
構
成
要
素
の
う
ち
（
イ
）
と
（
ハ
）
が
揃
っ
て
い
る
が
、（
ロ
）
の
密
貿
易
は
存
在
し

な
い
。
こ
ち
ら
も
あ
く
ま
で
海
賊
行
為
を
取
り
締
ま
る
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
正
統
十
四
年
ま
で
の
事
例
と
は
異
な
り
、
犯
罪
行
為
を
知
っ
て
お
き
な
が
ら
告
発
を
し
な
か
っ
た
人
物
に
対
す
る
刑
罰
は
記
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さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
が
な
ぜ
条
文
か
ら
落
ち
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
後
の
条
例
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
犯
罪
行
為
と
刑
罰
を
元
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
に
見
ら
れ
る
犯
罪
行
為
（
イ
）（
ロ
）（
ハ
）
の
犯
罪
行
為
を
含
む

も
の
を
選
び
出
し
た
だ
け
で
あ
り
、「
海
禁
令
」
そ
の
も
の
は
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
海
禁
令
」
を
み
れ
ば
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
（
イ
）（
ロ
）（
ハ
）
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
成
立
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
事
例
が
Ｃ
で
は
「
已
に
禁
例
有
り
」
と
表
現
さ
れ
、
Ｄ
で
は
「
旧
例
」
と
し
て
引
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
、
条
例
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
た
だ
数
年
お
き
に
、
こ
う
し
た
旧
例
が
『
実

録
』
の
中
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
継
続
的
に
使
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
で
一
度
き
り
の
榜
例
を
探
し
出

し
、
適
宜
引
用
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
常
時
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
得
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
全
て
直
接
、
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
し
、「
革
去
」
が
行
わ
れ

る
た
め
、
そ
の
場
限
り
の
処
置
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
後
定
例
と
な
っ
て
次
の
例
に
引
用
さ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
結
局
の
と

こ
ろ
、
こ
れ
ら
が
法
と
し
て
ど
の
程
度
連
続
性
が
あ
る
の
か
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で
も
民
間
貿
易
＝
犯
罪
と
い
う
認
識
が
か

な
り
早
く
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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【図１】
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お
わ
り
に　

本
稿
で
は
、
民
間
の
商
人
に
よ
る
貿
易
＝
密
貿
易
と
い
う
構
図
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
運
用
の
下
で
取

り
締
ま
ら
れ
て
い
た
の
か
を
論
じ
て
き
た
。
第
一
章
で
は
『
明
律
』
の
中
の
条
文
か
ら
、
貿
易
に
関
わ
る
も
の
を
検
討
し
、『
明
律
』
だ

け
で
は
民
間
に
よ
る
貿
易
そ
の
も
の
を
犯
罪
行
為
と
し
て
断
罪
で
き
な
い
こ
と
を
見
て
き
た
。
第
二
章
で
は
断
罪
で
き
な
い
犯
罪
行
為

を
裁
く
「
比
附
」
と
い
う
方
法
を
通
し
て
条
例
が
成
立
す
る
過
程
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
条
文
が
〔
弘
Ｖ
…
43
…
8
〕
へ
と
収

斂
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
き
た
。

こ
う
し
た
新
た
な
「
例
」
が
整
理
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
沿
海
地
域
の
社
会
が
絶
え
ず
変

化
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、『
明
律
』
が
定
め
ら
れ
た
時
代
に
は
大
き
な
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
行
為
、
な

い
し
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
行
為
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
密
貿
易
が
行
わ
れ
る
絶
対
数
が
増
え
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
密
貿
易
が
拡
大
し
続
け
る
の
に
合
わ
せ
て
、
沿
海
で
の
人
々
の
行
動
様
式
が
変
化
し
続
け
る
。
そ
の
結
果
、
よ

り
多
様
な
人
物
が
密
貿
易
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
が
細
分
化
、
複
雑
化
し
た
。（
ⅲ
）
の
条
例
が
登
場
し
た
背
景

が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
取
り
締
ま
る
べ
き
人
物
は
、
実
際
に
下
海
し
た
人
物
だ
け
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
だ
け
密
貿
易
に
多
様
な

人
物
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
密
貿
易
に
関
わ
る
こ
と
で
莫
大
な
利
益
が
得
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
貿

易
に
よ
っ
て
流
入
す
る
「
番
貨
」
へ
の
需
要
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
国
内
へ
広
く
流
通
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
（
ⅳ
）
の
よ
う
に
、国
内
の
「
番
貨
」
を
取
り
扱
う
商
人
も
取
り
締
ま
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
番
貨
」

の
流
通
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
問
題
と
す
る
認
識
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
大
き
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
対
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し
て
地
方
衙
門
は
処
罰
す
べ
き
だ
と
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
地
方
衙
門
が
単
独
の
判
断
で
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
既
存
の
法
で
裁
き
き
れ
な
い
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
地
方
衙
門
が
単

独
で
断
罪
で
き
る
「
不
応
為
」
律
で
は
な
く
「
比
附
」
を
選
択
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
杖
罪
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
軽
犯

罪
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
地
方
官
の
間
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
地
方
衙
門
に
よ
っ
て
「
下
か
ら
」
の
動
き
で
作
ら
れ

た
条
例
は
、『
問
刑
条
例
』
へ
と
結
実
し
全
国
的
、
通
時
的
に
適
用
さ
れ
る
法
と
な
っ
た
。

中
央
に
よ
っ
て
「
上
か
ら
」
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
法
整

備
に
よ
る
明
中
期
の
「
海
禁
」
＝
海
上
統
制
が
、
統
治
者
の
理
念
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
地
方
の
現
状
を
反
映
さ
せ
て
整

え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
条
例
の
編
纂
と
い
う
形
で
の
法
整
備
の
積
極
性
を
見
る
に
、
檀
上
氏
が
言
う
よ
う
な
「
そ
れ
を
取
締
ろ
う
に
も
明

朝
は
そ
の
能
力
を
喪
失
し
、
十
分
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
に
近
い44

」
と
い
う
状
況
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
法

的
に
は
積
極
的
に
取
り
締
ま
り
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
明
朝
は
、積
極
的
に
条
例
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、民
間
貿
易
の
規
制
を
明
確
に
し
て
取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
実
際
社
会
の
変
化
は
止
ま
る
こ
と
は
な
く
、
貿
易
の
拡
大
も
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
張
燮
『
東
西
洋

考
』
巻
七
、
餉
税
考
に
は
明
中
期
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

成
・
弘
の
際
、
豪
門
巨
室
の
間
に
巨
艦
に
乘
り
て
海
外
と
貿
易
す
る
者
有
り
。
好
人
陰
に
其
の
利
竇
を
開
き
て
、
官
人
其
の
顯

か
に
利
權
を
收
め
得
ず
。
初
め
亦
た
漸
く
奇
贏
を
享
め
、
久
し
け
れ
ば
乃
ち
勾
引
し
て
亂
を
為
し
、
嘉
靖
び
至
て
弊
極
め
り45

。
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こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
化
・
弘
治
年
間
か
ら
嘉
靖
ま
で
密
貿
易
と
そ
れ
に
伴
う
弊
害
は
拡
大
し
続
け
、
そ
の
ピ
ー
ク
で
あ

る
北
虜
南
倭
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

注
①　

鄭
若
曽
『
籌
海
圖
編
』
巻
十
二
、
經
略

  　

貢
舶
者
、
王
法
之
所
許
、
市
舶
之
所
司
、
乃
貿
易
之
公
也
。
海
商
者
、
王
法
之
所
不
許
、
市
舶
之
所
不
經
、
乃
貿
易
之
私
也
。

②　
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
二
〇
五
頁
。

③　

な
お
『
問
刑
条
例
』
の
条
目
に
は
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、『
問
刑
条
例
』
を
引
用
す
る
場
合
、
便
宜
を
図
る
た
め
に
黄
彰
健
『
明
代
律
例
彙

編
』
の
整
理
番
号
で
示
し
て
い
く
。

④　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
は
、
成
化
・
弘
治
年
間
の
「
条
例
」
を
事
案
ご
と
に
分
類
し
て
ま
と
め
た
事
例
集
で
あ
る
。
こ
れ
つ
い
て
は
様
々
な
改
題
が
存
在

す
る
が
、
最
新
の
も
の
と
し
て
は
﹇
濱
島
二
〇
一
九
﹈﹇
小
島
二
〇
一
八
﹈﹇
猪
俣
・
豊
嶋
二
〇
一
八
﹈
な
ど
が
あ
る
。
今
後
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
を
引

用
す
る
場
合
は
、﹇
徳
永
二
〇
一
八
﹈
の
目
録
に
従
っ
て
、
律
の
タ
イ
ト
ル
、
第
○
條
、
条
例
の
タ
イ
ト
ル
と
表
記
す
る
。
ま
た
﹇
楊
一
九
九
二
﹈
で
参
照

す
る
際
の
便
宜
を
図
っ
て
そ
ち
ら
の
整
理
番
号
も
付
す
。
な
お
原
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
あ
き
ら
か
な
誤
字
に
対
し
て
は
（
↓  

）
で
修
正
し
、
ま
た

あ
き
ら
か
な
脱
字
に
対
し
て
は
（　

）
で
補
っ
た
。

⑤　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
使
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
は
、
現
行
本
二
種
の
問
題
に
あ
る
の
だ
が
、
詳
し
く
は
﹇
猪
俣
・
豊
嶋
二
〇
一
八
﹈
を
参
照
さ
れ

た
い
（
一
三
七
-一
三
六
頁
）。

⑥　
『
明
律
』
卷
二
八
、
斷
獄
、
斷
罪
引
律
令

  　

凡
斷
罪
皆
須
具
引
律
令
。
違
者
、
笞
三
十
。
若
數
事
共
條
、
止
引
所
犯
罪
者
、
聽
。
其
特
旨
斷
罪
、
臨
時
處
治
、
不
為
定
律
者
、
不
得
引
比
為
律
。

若
輒
引
比
、
致
罪
有
出
入
者
、
以
故
失
論

⑦　
﹇
寺
田
二
〇
一
八
﹈
二
五
〇
頁
-二
五
一
頁

⑧　
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
一
七
三
-一
八
二
頁
。
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⑨　
『
明
律
』
巻
一
五
、
関
津
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海

  　

凡
將
馬
牛
・
軍
需
・
鐵
貨
・
銅
錢
・
叚
疋
・
紬
絹
・
絲
綿
、
私
出
外
境
貨
賣
、
及
下
海
者
、
杖
一
百
。
挑
擔
馱
載
之
人
、
減
一
等
。
物
貨
船
車
、
並

入
官
。
於
内
以
十
分
為
率
、
三
分
付
告
人
充
賞
。
若
將
人
口
・
軍
器
出
境
、
及
下
海
者
、
絞
。
因
而
走
泄
事
情
者
、
斬
。
其
拘
該
官
司
、
及
守
把
之
人
、

通
同
夾
帶
、
或
知
而
故
縱
者
、
與
犯
人
同
罪
。
失
覺
察
者
、
減
三
等
。
罪
止
杖
一
百
。
軍
兵
又
減
一
等
。

⑩　
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
一
七
九
頁
。

⑪　
『
通
制
條
格
』
卷
第
十
八　

關
市　

市
舶
條

  　

一
、
海
商
不
請
驗
憑
、
擅
自
發
船
、
並
許
諸
人
告
捕
、
舶
商
・
船
主
・
綱
首
・
事
頭
・
火
長
各
杖
壹
伯

下
、
船
物
俱
行
沒
官
、
於
沒
官
物
內
壹
半

付
告
人
充
賞
。
如
已
離
舶
司
、
即
於
沿
路
所
在
官
司
告
捕
、
依
上
追
斷
給
賞
。

⑫　

こ
の
他
の
解
釈
と
し
て
は
、
荻
生
徂
徠
は
『
明
律
国
字
解
』
で
「
違
禁
と
は
、
禁
制
に
て
外
國
へ
や
ら
ぬ
貨
物
な
り
。」
と
「
違
禁
」
を
「
違
禁
貨
物
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑬　
﹇
檀
上
二
〇
一
三
﹈
一
八
二
頁
。

⑭　

こ
こ
で
参
照
し
た
裁
判
文
書
は
、
実
際
の
裁
判
の
調
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
「
招
」
と
呼
ば
れ
る
書
式
で
書
か
れ
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
「
招
」
と
い

う
書
式
に
つ
い
て
は
、﹇
谷
井
一
九
九
九
﹈（
四
三
-四
四
頁
）
に
詳
し
い
。
ま
た
こ
れ
ら
は
上
奏
文
な
ど
に
引
用
さ
れ
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
が

い
く
つ
か
あ
り
、
こ
こ
で
は
、『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
、
第
十
一
條
、「
違
禁
通
番
接
買
番
貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏

請
充
軍
」（
29
-16
）
に
引
用
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
文
書
で
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
罪
と
罰
は
『
明
律
』
に
従
っ
た
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
は
、『
明
律
』
の
想
定
し
て
い
な
い
事
件
で
あ
る
た
め
適
切
な
断
罪
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
が
、そ
の
こ
と
は
第
二
章
で
検
討
す

る
。

⑮　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨
（
20
-25
）

  

遠
出
外
洋
、
到
於
金
門
地
方
、
遇
見
私
番
舡
一
隻
…
議
得
方
敏
、
方
祥
、
方
洪
、
陳
祐
、
陳
榮
、
吳
孟
、
梁
大
英
俱
合
依
綠
邊
關
塞
者
律
、
杖
九
十
、

徒
二
年
半
。

⑯　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
、
第
十
一
條
、「
違
禁
通
番
接
買
番
貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍
」（
29
-16
）
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成
化
十
八
年
二
月
二
十
五
日
、
九
重
與
本
縣
民
人
蔡
三
、
明
知
有
例
軍
民
人
等
不
許
接
買
番
貨
、
各
不
合
故
違
、
越
度
邊
關
、
潛
去
大
金
門
澳
。
…
問

擬
丘
九
重
犯
該
越
邊
關
者
律
、

等
杖
七
十
・
徒
二
年
半
、
黃
凱
・
陳
孔
先
俱
不
應
得
為
而
為
之
理
重
者
律
、
減
等
杖
七
十
、
的
決
。

⑰　
『
明
律
』
巻
一
五
、
関
津
、
私
越
冒
度
關
津

　

凡
無
文
引
、
私
度
關
津
者
、
杖
八
十
。
若
關
不
由
門
、
津
不
由
渡
、
而
越
度
者
、
杖
九
十
。
若
越
度
緣
邊
關
塞
者
、
杖
一
百
、
徒
三
年
。
因
而
出
外

境
者
、
絞
。
守
把
之
人
、
知
而
故
縱
者
、
同
罪
。
失
於
盤
詰
者
、
各
減
三
等
。
罪
止
杖
一
百
。
軍
兵
又
減
一
等
、
並
罪
坐
直
日
者
餘
條
准
此
。
若
有
文

引
、
冒
名
度
關
津
者
、
杖
八
十
。
家
人
相
冒
者
、
罪
坐
家
長
。
守
把
之
人
、
知
情
與
同
罪
。
不
知
者
不
坐
。
其
將
馬
騾
私
度
冒
度
關
津
者
、
杖
六
十
。

越
度
、
杖
七
十
。

⑱　

薛
允
升
『
唐
明
律
合
編
』
巻
八
下

　

然
後
有
「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
專
律
、
此
層
即
屬
重
複
。

⑲　

沈
家
本
『
明
律
目
箋
』　

巻
二
、
関
津

　

明
將
越
度
緣
邊
關
塞
一
層
併
入
、
而
後
復
有
私
出
外
境
之
文
、
事
近
複
出
。

⑳　
『
大
明
律
』
巻
八
、
課
程
、
舶
商
匿
貨

  　

凡
泛
海
客
商
、
舶
船
到
岸
、
即
將
物
貨
盡
實
報
官
抽
分
。
若
停

沿
港
土
商
牙
儈
之
家
不
報
者
、
杖
一
百
。
雖
供
報
而
不
盡
者
罪
亦
如
之
。
物
貨
並

入
官
、
停
藏
之
人
同
罪
。
告
獲
者
、
官
給
賞
銀
二
十
兩
。

㉑　

雷
夢
麟
『
讀
律
瑣
言
』
巻
八
、
課
程
、
舶
商
匿
貨

　

前
言
匿
税
者
、
其
利
微
、
故
笞
五
十
而
半
罰
之
。
此
言
匿
貨
者
其
利
大
、
故
杖
一
百
而
全
罰
之
。

㉒　

王
肯
道
『
律
例
箋
解
』
巻
八
、
課
程
、
舶
商
匿
貨

　

舶
商
匿
貨
之
罰
浮
匿
税
、
厳
華
夷
内
外
辨
。
非
専
其
利
大
為
也
。
充
賞
不
言
入
官
物
而
言
官
給
銀
。
亦
其
以
番
物
故
耳
。
今
將
船
下
海
通
番
者
有
例

禁
之
又
慎
重
海
防
之
意
也
。

㉓　

前
掲
『
明
律
』
卷
二
八
、
斷
獄
、
斷
罪
引
律
令
條
を
参
照
。

㉔　
『
明
律
』
巻
一
、
刑
律
、
雑
犯
、
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凡
不
應
得
爲
而
爲
之
者
笞
四
十
。〈
謂
律
令
無
條
理
不
可
爲
者
〉
事
理
重
者
杖
八
十
。

㉕　

逆
を
言
え
ば
、
杖
罪
以
下
の
軽
犯
罪
は
上
級
衙
門
に
報
告
し
な
く
て
も
よ
く
地
方
衙
門
で
簡
単
に
対
応
で
き
る
た
め
、
地
方
官
に
と
っ
て
は
便
利
な
条

文
で
あ
り
よ
く
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
四
川
地
方
档
案
』
な
ど
に
は
そ
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
る
。﹇
加
藤
一
九
九
九
﹈（
二
一
頁
-二
九

頁
）。

㉖　
『
明
律
』
巻
一
、
名
例
律
、
断
罪
無
正
条

　

凡
律
令
該
載
不
盡
事
理
、
若
斷
罪
而
無
正
條
者
、
引
律
比
附
。
應
加
應
減
、
定
擬
罪
名
、
轉
達
刑
部
、
議
定
奏
聞
。
若
輒
斷
決
、
致
罪
有
出
入
者
、

以
故
失
論
。 

㉗　
﹇
寺
田
二
〇
一
八
﹈
二
五
九
頁
。

㉘　
﹇
加
藤
一
九
九
七
﹈
二
九
頁
。

㉙　
﹇
加
藤
一
九
九
七
﹈
二
〇
頁
-二
一
頁
。

㉚　
﹇
加
藤
一
九
九
七
﹈
二
一
頁
。

㉛　
﹇
加
藤
一
九
九
七
﹈
二
五
頁
。

32　

弘
治
『
問
刑
条
例
』
弘
Ｖ
…
43
…
8
（
黄
彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』
所
収
）

　

一
、
官
民
人
等
、
擅
造
二

以
上
違
式
大
船
、
將
帶
違
禁
物
質
下
海
、
前
往
番
國
買
賣
、
潛
通
海
賊
、
同
謀
結
聚
、
及
為
嚮
導
、
劫
掠
良
民
者
、
正

犯
處
以
極
刑
、
全
家
發
邊
衛
充
軍
。
若
止
將
大
船
雇
與
下
海
之
人
、
分
取
番
貨
、
及
雖
不
曾
造
有
大
船
、
但
糾
通
下
海
之
人
、
接
買
番
貨
者
、
俱
問
發

邊
衛
充
軍
。
其
探
聽
下
海
之
人
番
貨
到
來
、
私
下
收
買
販
賣
、
若
蘇
木
・
樹
椒
至
一
千
斤
以
上
者
、
亦
問
發
邊
衛
充
軍
。
番
貨
入
官
。
若
小
民

使
單

小
船
、
於
海
邊
捕
取
魚
蝦
、
探
打
柴
木
者
、
巡
捕
官
軍
兵
不
許
擾
害
。

33　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨

　

天
順
八
年
五
月
二
十
七
日
、
節
該
刑
部
尚
書
陸
瑜
等
題
、「
將
原
奉
欽
定
榜
例
、
申
明
通
行
浙
江
、
福
建
、
廣
東
都
、
布
、
按
三
司
、
并
直
隸
衛
所
總

督
、
備
倭
巡
海
等
督
屬
、
一
體
遵
奉
禁
約
。
軍
民
人
等
、
不
許
打
造
二

、
三

大
舡
、
私
出
外
洋
、
按
（
↓
接
）
買
番
貨
、
興
販
私
鹽
等
項
為
非
。

如
有
故
違
、
事
發
到
官
、
照
依
榜
例
、
正
犯
處
以
極
刑
、
家
口
發
邊
衛
充
軍
」
等
因
、
具
題
。
奉
聖
旨
、「
是
。」
欽
此
。
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34　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨
（
20
-25
）

　

成
化
七
年
二
月
二
十
四
日
、
節
該
欽
奉
聖
旨
、「
有
等
奸
頑
之
徒
、
擅
造
違
式
大
虹
、
將
帶
違
禁
貨
物
、
前
往
番
國
買
賣
。
惩
都
察
院
便
出
榜
通
行
曉

諭
禁
約
、
有
犯
了
的
、
即
便
拿
問
。
正
（
處
）
以
極
刑
、
家
口
發
邊
衛
充
軍
。」
欽
此
。

ま
た
、『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
、
第
十
一
條
、
禁
約
販
賣
番
貨
輕
重
等
則
擬
罪
（
29
-17
）

　

節
該
欽
奉
憲
宗
皇
帝
聖
旨
「
近
聞
有
等
奸
頑
之
徒
、
擅
造
違
式
大
船
、
將
帶
違
禁
物
貨
、
前
往
番
國
買
賣
、
恁
都
察
院
便
出
榜
去
福
建
、
廣
東
、
浙

江
各
府
州
縣
常
川
張
掛
、
通
行
曉
諭
、
有
犯
了
的
、
即
便
擎
問
、
正
犯
處
以
極
刑
、
家
口
發
沿
邊
衛
所
充
軍
。」
欽
此
。

35　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨
（
20
-25
）

　

廣
東
按
察
司
奏
稱
、
問
得
犯
人
方
敏
等
俱
犯
該
越
度
關
邊
、

等
各
杖
九
十
、
徒
二
年
半
。
參
照
合
律
、
其
稱
正
犯
處
以
極
刑
、
家
口
發
邊
衛
充
軍
、

比
之
事
例
、
稍
有
不
同
。
節
緣
方
敏
等
與
梁
大
英
所
犯
、
雖
與
事
例
不
同
、
終
係
接
買
番
貨
、
交
通
外
夷
人
數
。
若
將
各
犯
止
照
徒
罪
發
落
、
似
乎
太

輕
。
若
依
榜
例
、
正
犯
處
以
極
刑
、
家
口
發
遣
、
不
無
太
重
。
伏
乞
聖
明
裁
處
。
具
題
。
奉
聖
旨
、「
方
敏
等
都
押
發
廣
西
邊
衛
充
軍
、
家
小
隨
住
。」

欽
此
。

ま
た
、『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
、
第
十
一
條
、
禁
約
販
賣
番
貨
輕
重
等
則
擬
罪
（
29
-17
）

　

該
廣
東
按
察
司
問
得
犯
人
方
敏
等
、
違
例
收
買
磁
器
、
雇
到
民
人
梁
大
英
船
隻
、
裝
出
外
洋
、
易
洋
換
番
貨
、
事
發
、
各
問
擬
越
度
邊
關

等
徒
罪

奏
來
（
↓
奉
）。
本
院
看
得
、
方
敏
等
雖
接
番
貨
不
曾
自
造
違
式
大
船
、
梁
大
榮
（
↓
英
）
自
造
違
式
大
船
、
不
曾
接
買
番
貨
、
若
只
照
徒
罪
發
落
、
似

乎
太
輕
、
若
依
榜
例
處
治
、
不
然
太
重
。
題
奉
憲
宗
皇
帝
聖
旨
「
方
敏
、
方
祁
、
方
洪
、
陳
佑
、（
陳
）
榮
、
吳
孟
、
梁
大
英
都
押
發
廣
西
邊
衛
充
軍
、

家
小
隨
住
。」
欽
此

36　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
、
第
十
一
條
、
禁
約
販
賣
番
貨
輕
重
等
則
擬
罪
（
29
-17
）

　

合
無
通
行
兩
京
並
南
北
直
隸
及
廣
東
、
福
建
、
浙
江
等
處
問
刑
衙
門
、
今
後
除
打
造
大
船
、
將
帶
物
貨
、
前
往
番
國
買
賣
者
、
事
發
照
前
項
欽
奉
聖

旨
榜
例
問
擬
發
邊
外
、
其
除
打
造
大
船
專
一
届
與
下
海
之
人
、
分
取
番
貨
、
或
又
通
下
海
之
人
、
接
買
番
貨
、
雖
不
曾
打
造
大
船
、
事
發
問
擬
明
白
、

俱
發
邊
衛
充
軍
。
若
探
聽
下
海
之
人
番
貨
到
來
私
下
收
買
販
賣
者
、
事
發
到
官
、
若
蘇
木
、
胡
椒
至
一
千
斤
以
上
者
、
照
方
敏
等
事
例
、
不
分
首
從
、

問
擬
明
白
、
奏
請
定
奪
。
若
不
及
前
數
者
、
止
照
前
例
發
落
、
番
貨
俱
盡
數
入
官
、
牙
行
、
停
貨
人
家
不
行
首
官
者
、
事
發
一
體
治
罪
。
…
奉
聖
旨
、
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「
是
。」
欽
此

37　

例
え
ば
﹇
壇
上
二
〇
一
三
﹈
一
八
二
-一
八
七
頁

38　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
四
月
乙
酉
条

　

申
禁
人
民
無
得
擅
出
海
與
外
國
互
市
。

39　
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
二
年
正
月
辛
酉
條

　

…
禁
民
下
海
。
時
福
建
瀕
塘
海
居
民
、
私
載
海
船
、
交
通
外
國
、
因
而
為
寇
、
郡
縣
以
聞
。
逐
下
令
禁
民
間
海
船
、
原
有
海
船
者
、
悉
改
為
平
頭
船
、

所
在
有
司
防
其
出
入
。

40　
『
明
宣
宗
実
録
』
宣
徳
八
年
七
月
己
未
條

　

己
未
命
行
在
都
察
院
嚴
私
通
番
國
之
禁
、
上
諭
右
都
御
史
顧
佐
等
曰
「
私
通
外
夷
、
已
有
禁
例
。
近
歲
官
員
軍
民
、
不
知
遵
守
往
往
、
私
造
海
舟
、

假
朝
廷
斡
辦
為
名
、
擅
自
下
番
擾
害
外
夷
、
或
誘
引
為
寇
比
者
、
已
有
擒
獲
、
各
寘
重
罪
爾
、
宜
申
明
前
禁
榜
諭
。
緣
海
軍
民
有
犯
者
、
許
諸
人
。
首

告
得
實
者
給
犯
人
家
貲
之
半
、
知
而
不
告
及
軍
衛
。
有
司
縱
之
弗
禁
者
一
體
治
罪
。」。

41　
『
明
英
宗
実
録
』
正
統
十
四
年
六
月
壬
申
條

　

福
建
巡
海
按
察
僉
事
董
應
軫
言
、「
舊
例
、
瀕
海
居
民
私
通
外
夷
、
貿
易
番
貨
、
漏
泄
事
情
、
及
引
海
賊

掠
邊
地
者
、
正
犯
極
刑
、
家
人
戍
邊
、
知

情
故
縱
者
罪
同
。」

42　
『
明
律
』
巻
一
、
名
例
、
二
罪
俱
發
以
重
論

　

凡
二
罪
以
上
俱
發
，
以
重
者
論
。
罪
各
等
者
，
從
一
科
斷
。
若
一
罪
先
發
，
已
經
論
決
，
餘
罪
後
發
，
其
輕
若
等
勿
論
，
重
者
更
論
之
。
通
計
前
罪
，

以
充
後
數
。〔
謂
如
二
次
犯
竊
盜
，
一
次
先
發
，
計
贓
一
十
貫
，
已
杖
七
十
。
一
次
後
發
，
計
贓
四
十
貫
，
該
杖
一
百
，
合
貼
杖
三
十
。
如
有
祿
入
節
次

受
人
枉
法
贓
，
八
十
貫
，
內
四
十
貫
先
發
，
已
杖
一
百
，
徒
三
年
。
四
十
貫
後
發
，
難
同
止
累
見
發
之
贓
。
合
並
取
前
贓
，
通
計
八
十
貫
，
更
科
全
罪
，

斷
從
處
絞
之
類
。〕
其
應
入
官
陪
償
刺
字
罷
職
罪
止
者
，
各
盡
本
法
。〔
謂
一
人
犯
數
罪
，
如
枉
法
不
枉
法
贓
合
入
官
，
毀
傷
器
物
合
陪
償
，
竊
盜
合
刺

字
，
職
官
私
罪
，
杖
一
百
以
上
，
合
罷
職
。
不
枉
法
贓
，
一
百
二
十
貫
以
上
，
罪
止
杖
一
百
流
三
千
里
之
類
，
各
盡
本
法
擬
斷
。〕

43　
『
明
英
宗
実
録
』
天
順
三
年
七
月
辛
巳
條
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禁
浙
江
并
直
隷
緣
海
衛
軍
民
不
許
私
造
大
船
、
糾
集
人

、
携
軍
器
下
海
、
為
盜
。
敢
有
違
者
、
正
犯
處
以
極
刑
、
家
屬
發
戍
邊
衛
。

44　
﹇
壇
上
二
〇
一
三
﹈
一
八
八
頁

45　

張
燮
『
東
西
洋
考
』
巻
七
、
餉
税
考

　

成
・
弘
之
際
、
豪
門
巨
室
間
有
乘
巨
艦
貿
易
海
外
者
。
好
人
陰
開
其
利
竇
、
而
官
人
不
得
顯
收
其
利
權
。
初
亦
漸
享
奇
贏
、
久
乃
勾
引
為
亂
、
至
嘉

靖
而
弊
極
矣
。
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