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一
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に
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官
人
慮
罰

二

、

罰

俸

制

度

付
底
分
執
行
の
形
態

ω
庭

分

の

理

由

国
俸
藤
制
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と
の
関
連

同
罰
俸
に
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似
す
る
慮
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三
、
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他
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四
、
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課
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度
と
の
関
連

お

わ

り
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t土

じ

め

中
園
前
近
代
に
お
け
る
諸
制
度
は
、

七
世
紀
後
牢
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
唐
律
令
の
編
纂
に
お
い
て
、

一
つ
の
到
達
貼
に
達
し
、
整

然
と
し
た
盟
系
を
な
す
に
至
っ
た
。
官
人
機
構
に
つ
い
て
も
、

(

1

)

 

と
言
っ
て
よ
い
。
品
秩

・
職
制

・
俸
緑
・
考
課
等
様
々
な
制
度
が
整
備
さ
れ
、
詳
細
に
規
定
が
な
さ
れ
た
た
め
、
官
人
の
性
格
も
南
北
朝
時
代

『
大
唐
六
典
』
三
十
巻
に
-
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
で

一
躍
の
完
成
を
み
た

に
比
べ
か
な
り
盤
化
し
て
き
た
。
徐
々
に
中
央
集
権
化
が
進
め
ら
れ
、
寄
生
官
僚
的
性
格
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
は
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
安
史
の
範
を
境
に
、
諸
制
度
は
さ
ら
に
急
速
に
襲
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
法
制
と
の
闘
連
を
覗
野
に
入
れ
つ
つ
、

不
法
行
痛
を
犯
し
た
官
人
に
劃
す
る
慮
罰
の
あ
り
方
を
、
慮
罰
形
態
の
一
つ
で
あ
る
罰

俸
を
中
心
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

唐
代
に
お
い
て
刑
罰
の
基
本
法
が
律
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
官
人
に
劃
す
る
慮
罰
も
律
の
中
で

- 2 ー

規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
律
に
規
定
が
存
在
し
な
い
形
で
の
慮
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
っ
た
。
律
が
編
纂
さ
れ
つ

(

2

)

 

つ
あ

っ
た
時
代
で
す
ら
律
の
規
定
と
質
際
の
祉
舎
と
の
聞
の
帯
離
が
大
き
く
、
安
史
の
凱
以
後
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
増
々
準
行
し
、
そ
の

た
め
詔
や
放
の
形
で
新
た
な
規
定
が
出
さ
れ
た
。
官
人
庭
罰
に
射
し
て
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
あ
っ
た
が
、
加
え
て
、
官
人
と
い
う
特
別
な
身

分
に
削
到
す
る
措
置
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
律
に
基
づ
か
ず
慮
分
が
な
さ
れ
た
と
い
う
要
素
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
慮
分
の
一

て
、
罰
俸
が
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。

っ
と
し

「
官
人
か
ら
俸
給
を
混
牧
す
る
慮
罰
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
嘗
時
の
俸
職
制
度
と
極
め
て
密
接
な

関
係
を
有
す
る
。
唐
代
の
官
人
に
劃
す
る
給
興
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
俸
時
制
度
も
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
が
、

さ
て
、
罰
俸
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば

一
腰
は
整
然
と
し
た
形

で
盟
系
化
が
な
さ
れ
た
。
安
史
の
観
に
よ
る
財
源
難
の
た
め
、

一
時
は
そ
の
支
給
が
満
足
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
り
も
し
た
が
、
徳
宗
の
貞
元

年
聞
に
は
、
組
以
前
と
は
異
な
る
新
た
な
支
給
憧
系
が
確
立
す
る
。
こ
う
し
た
俸
職
制
度
の
饗
遁
に
よ

っ
て
罰
俸
制
度
は
大
き
く
影
響
さ
れ
て



い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
も
考
慮
し
な
が
ら
、
考
察
を
準
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
唐
代
の
罰
俸
に
関
連
す
る
史
料
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
新
奮
『
唐
書
』

『
唐
舎
要
』

『
加
府
元
亀
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
と
し
て
、
考
察
の
劃
象
は
そ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

律
に
お
け
る
官
人
慮
罰

本
章
で
は

刑
罰
に
闘
す
る
基
本
法
で
あ
る
律
に
お
い
て
、

官
人
慮
罰
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

ぃ
。
官
人
の
職
務
上
に
お
け
る
犯
罪
や
過
失
に
閲
し
て
は
、
職
制
律
を
は
じ
め
律
中
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
敷
の
俊
文
が
官

人
を
封
象
と
す
る
も
の
に
割
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
具
瞳
的
に
不
法
行
震
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
劃
す
る
慮
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
問
題
は
、
官
人
に
劃
す
る
慮
分
執
行
の
原
則
、
特
に
官
人
で
あ
る
が
た
め
に
受
け
る
刑
法
上
の
思
典
的
措
置
に
限
定
し

滋
賀
秀
三
氏
に
よ
る
名
例
律
の
詳
細
な
誇
註
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
の

既
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

-3-

た
し
。

(

3

)

 

で
、
そ
れ
ら
に
擦
り
つ
つ
、
特
に
官
人
慮
罰
の
原
則
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
議
請
減
墳
と
除
克
嘗
贈
の
概
要
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に

す
る
。

(
4
)
 

ま
ず
、
議
請
減
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
刑
罰
の
決
定
に
際
し
て
の
特
権
措
置
で
あ
る
。
議
は
、
八
議
と
い
う
身
分
の
範
曙
に
属
す
る
者
に
適

用
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
官
人
と
特
に
関
連
す
る
の
は
議
貴
で
、
職
事
官
三
品
以
上
・
散
官
二
品
以
上
・
爵
一
品
以
上
の
者
が
そ
れ
に
嘗
た
る
。

特
権
内
容
と
し
て
は
、
死
罪
を
犯
し
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
皇
帝
一
に
上
請
し
、
諸
司
の
七
品
以
上
に
よ
る
都
座
集
議
を
聞
い
て
罪
を
定
め
、
奏

裁
す
る
。

(

5

)

 

請
は
、
官
爵
五
品
以
上
で
、
議
に
一
該
嘗
し
な
い
者
に
劃
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
特
権
内
容
は
、
死
罪
を
犯
し
た
場
合
に
、
皇
帝
に
上
請
し

て
裁
可
を
仰
ぐ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

379 

そ
し
て
、
議
や
請
に
一
該
嘗
す
る
者
及
び
七
品
以
上
の
官
を
有
す
る
者
が
、
流
罪
以
下
の
罪
を
犯
す
と
、

そ
れ
ぞ
れ
犯
し
た
罪
に
劃
す
る
も
の



380 

(
6
)
 

よ
り
一
等
減
じ
た
慮
罰
が
科
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
減
で
あ
り
、
官
人
本
人
の
み
な
ら
ず
、

五
品
以
上
の
官
簡
を
有
す
る
者
に
閲
し
て
は
、
祖
父

母

・
父
母

・
妻

・
子
孫
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
。

(
7〉

さ
て
、
議
請
滅
を
適
用
し
た
上
で
裁
可
が
下
さ
れ
、
執
行
の
段
階
に
な
る
と
蛍
贈
(
官
蛍
・
媛
銅
)
法
が
用
い
ら
れ
る
。
官
嘗
は
、
有
す
る
官

五
品
以
上
は
徒
二
年
、

合
、
五
品
以
上
は
徒
三
年
、
九
品
以
上
は
徒
二
年
に
代
嘗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
官
は
、
職
事
官

・
散
官

・
衛
官
の
系
統
と
、
動
官

の
系
統
と
に
分
け
ら
れ
、
先
に
前
者
の
系
統
の
官
の
最
高
口
聞
の
も
の
、
次
に
動
官
を
嘗
て
る
。
そ
し
て
、
官
嘗
を
適
用
し
た
が
、
罪
が
重
く
代

(

8

)

 

購
銅
が
適
用
さ
れ
る
。
頭
銅
の
額
は
一
斤
(
答
十
〉
か
ら
百
二

私
罪
の
場
合
、

九
品
以
上
は
徒
一
年
、

公
罪
の
場

を
以
て
徒
罪
や
流
罪
に
嘗
て
質
刑
の
執
行
を
克
が
れ
る
こ
と
で
、

首
し
き
れ
な
い
場
合
、
或
い
は
罪
が
軽
す
ぎ
て
代
嘗
す
べ
き
官
の
な
い
場
合
、

十
斤
(死
罪
)
ま
で
あ
り
、

銅
銭
で
支
排
う
こ
と
を
原
則
と
す
る。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
贈
銅
は
罪
そ
の
も
の
を
購
う

罰
金
刑
的
な
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
貫
刑
の
執
行
に
換
わ
る
措
置
で
し
か
な
い
と
い
う
酷
で
あ
る
。
罰
俸
と
の
関
わ
り
か
ら
も
、
こ
の
貼
に

は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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次
に
、
除
売
に
つ
い

て
筒
皐
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
除
克
と
は
、
除
名
・
克
官
・

克
所
居
官
の
組
稽
で
、
官
掴
肘
を
削
る
こ
と
を
以
て
虚
罰
と
す

(

9

)

(

叩
)

る
。
除
名
は
出
身
以
来
の
官
傍
を
悉
く
制
り
、
克
官
は
先
に
官
嘗
の
部
分
で
述
べ
た
二
系
統
の
官
を
両
方
倒
り
、
克
所
居
官
は
所
居
の
一
官
の

(

日

)

(

臼

)

み
を
倒
る
。
な
お
、
除
克
や
官
嘗
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
再
任
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
除
名
は
六
載
の
後
に
出
身
法
に
基
づ
い
て
、
克
官
は
三

裁
の
後
に
も
と
の
官
品
よ
り
=
品
降
し
て
、

売
所
居
官
や
官
嘗
は
期
年
の
後
に
も
と
の
官
口
問
よ
り
一
品
降
し
て
再
銃
任
さ
れ
る
。

し
た
が
司

て
、
除
克
や
官
嘗
は
決
し
て
官
人
と
し
て
の
身
分
を
完
全
に
剥
奪
し
て
し
ま
う
よ
う
な
性
質
の
鹿
分
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
除
名
に
閲
し
て

は
、
官
爵
を
悉
く
奪
わ
れ
、
課
役
に
閲
し
て
も
期
間
中
は
「
木
色
に
従
う
」
わ
け
で
、
蔭
が
無
け
れ
ば
庶
人
同
然
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
再
妓
任
が
保
護
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
官
人
と
し
て
の
身
分
が
保
全
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
官
人
に
射
し
て
は
、
刑
罰
の
上
で
種
々
の
特
典
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
議
請
減
に
よ
り
刑
罰
を
減
克
さ
れ
、
嘗
贈
に
よ
っ
て

特
に
凶
悪
な
犯
罪
を
除
い
て
は
原
則
的
に
寅
刑
の
執
行
は
廻
避
さ
れ
る
と
い
う
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
官
人
に
濁
す



る
寅
刑
執
行
廻
避
の
原
則
は
、
中
園
古
来
の
停
統
的
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
唐
律
に
至
っ
て
品
官
の
有
す
る
特
権
の
典
型
的
な
も
の

の
一
つ
と
し
て
、
か
な
り
具
瞳
的
な
形
で
規
定
さ
れ
た
。
諸
制
度
の
整
備
に
伴
い
、
ロ
問
官
と
い
う
身
分
が
確
立
し
た
こ
と
の
表
れ
と
見
て
よ
か

ろ
う
。こ

う
し
た
刑
罰
の
執
行
法
を
背
景
と
し
て
、
律
中
に
は
官
人
の
不
法
行
震
に
劃
す
る
規
定
が
網
羅
的
な
形
で
存
在
す
る
。
恐
ら
く
、
大
抵
の

場
合
は
律
に
よ
っ
て
慮
分
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
律
に
存
在
し
な
い
よ
う
な
形
態
で
の
慮
分
が
行
わ
れ
た
事
例
も
か
な
り
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
次
一
章
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
慮
分
に
つ
い
て
、
罰
俸
制
度
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

罰

俸

命日

度

本
章
で
は
、
律
外
の
慮
罰
の
一
つ
と
し
て
罰
俸
を
取
り
上
げ
、
そ
の
施
行
朕
況
や
制
度
の
具
瞳
的
内
容
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
罰
俸
と
は
、
官
人
よ
り
給
輿
で
あ
る
俸
を
混
放
す
る
慮
罰
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
慮
分
は
、
後
漢
に
既
に
行
わ
れ
て
い

る
。
明
帝
の
時
、
郎
中
の
何
湯
は
開
陽
門
候
を
守
し
て
い
た
が
、
お
忍
び
で
外
出
し
夜
に
な
っ
て
鯖
還
し
た
一
帝
を
閉
め
出
し
た
た
め
、
門
候
が

(

臼

)

皆
「
奪
俸
」
に
慮
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
霊
一
帝
の
光
和
二
年
〈
一
七
九
)
、
太
史
部
舎
人
の
張
悔
・
宗
誠
は
、
上
書
に
誤
ま
り
が
あ
?
た
た
め
劾
奏

(

U

)

 

さ
れ
、
「
二
月
の
奉
を
以
て
罪
を
臆
し
た
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
罰
俸
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
後
漢
末
の
曹
操
の
時
に
は
、

(

日

〉

(
v
m
〉

明
罰
令
の
中
に
罰
俸
が
慮
分
と
し
て
定
制
化
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
菅
や
北
貌
に
例
は
あ
る
が
、
極
め
て
少
な
い
。
史
料
的

か
な
り
稀
な
慮
罰
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
嘗

- 5ー

制
約
も
あ
る
た
め
断
言
は
で
き
な
い
が
、
唐
よ
り
前
に
お
い
て
は
、

時
の
俸
職
制
度
や
そ
の
有
す
る
意
味
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
初
期
の
史
料
で
は
罰
俸
に
関
す
る
記
載
は
な
く
、
初
出
は
玄
宗
の
先
天
二
年
(
七
二
二
〉
の
敷
に
よ
る
規
定
で

あ
る
。
そ
の
後
、
安
史
の
飽
以
後
、
特
に
憲
宗
の
元
和
年
間
以
後
は
か
な
り
多
く
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
な

が
ら
、
鹿
分
の
具
瞳
的
内
容
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

381 
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虚
分
執
行
の
形
態

ま
ず
、
罰
俸
と
い
う
慮
分
の
科
せ
ら
れ
方
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
具
瞳
的
な
形
で
の
規
定
が
官
人
一
般
に
射
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、

そ
の
都
度
慮
分
の
決
定
が
な
さ
れ
執
行
さ
れ
て
い
る
場
合
と
に
大
別
で
き
る
。

ま
ず
、
前
者
の
方
か
ら
、
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
先
天
二
年
十
月
に
は
次
の
よ
う
な
敷
が
出
さ
れ
て
い
る
。

救
す
ら
く
、
文
武
官
の
朝
参
、
袴
摺
珂
徹
を
著
く
る
者
、
其
れ
著
け
ず
し
て
入
班
す
る
者
有
ら
ば
、
各
々
一
月
の
俸
を
奪
え
。
若
し
故
無

其
れ
行
香
拝
表
到
ら
ざ
れ
ば
、

く
到
ら
ざ
る
者
は
、

(

げ

)

|

(
後
略
)

一
季
の
様
を
奪
え
。

亦
此
れ
に
准
ず
。

頻
り
に
犯
す
者
は
事
を
量
り
庇
降
せ
よ
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
朝
参
の
際
に
服
装
違
反
の
あ
っ
た
者
か
ら
は
「
一
月
俸
」
を
、
理
由
な
く
朝
参
を
依
席
し
た
者
か
ら
は
「
一
季
様
」
を
混
牧

し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
違
反
が
再
度
に
わ
た
っ
た
場
合
は
「
庭
降
」
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
参
の
際
の
違
反
に
劃
し

て
罰
俸
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
多
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
教
の
形
式
で
規
定
が
出
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
律

- 6ー

の
規
定
で
補
い
切
れ
な
い
部
分
や
、
質
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
新
た
な
規
定
を
必
要
と
す
る
部
分
で
は
、
教
の
形
式
に
よ
っ
て
新
規
定
が
出
さ

れ
る
。
こ
の
場
合
も
や
は
り
そ
う
で
、
他
の
罰
俸
規
定
も
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
敷
や
詔
の
形
式
を
採
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
聞
ち
、
新
た
な

慮
分
の
形
式
と
し
て
罰
俸
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た

貞
元
四
年
(
七
八
八
〉
十
月
に
は

大
理
卿
の
子
腐
の
上
奏
で
諸
司
や
諸
館
騨
か
ら
の
文
牒
が
稽
遅
す
る
こ
と
へ
の
改
善
策
が
提
案

さ
れ
、
そ
れ
に
反
し
た
者
に
劃
し
て
は

稽
遅
す
る
所
の
底
分
の
如
き
は
、
州
牒
木
剣
官
は
、
下
考
と
書
か
ん
こ
と
を
請
い
、
諸
司
使
本
推
官
は
二
季
の
俸
料
を
奪
う
。

と
の
慮
分
を
下
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
鷹
え
る
形
で

教
旨
、
奏
に
依
れ
、
と
。



(

日

目

)

〈

叩

)

と
あ
り
、
教
旨
の
形
式
で
許
可
が
な
さ
れ
て
い
る
。
救
旨
と
は
、
上
奏
を
受
け
そ
れ
を
認
め
る
場
合
に
と
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
、
恐
ら
く
か
な

り
の
敷
の
新
し
い
規
定
が
、
諸
官
司
よ
り
の
上
奏
を
敦
旨
で
認
め
る
と
い
う
形
式
で
制
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
上
奏
に
よ
る

提
案
を
う
け
、
「
之
れ
に
従
う
」
と
い
う
形
式
で
、
慮
分
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
敷
旨
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
数
の
形
式
で
罰
俸
に
よ
る
慮
罰
が
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
格
後
教
や
刑
律
統
類
な
ど
の
新
法
典
の
中
に
ま
と
め
ら

(

m
出

)

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
明
確
な
規
定
を
有
さ
ず
、
そ
の
都
度
慮
分
が
決
定
さ
れ
執
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
か
な
り
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
み
よ
う
。

放
す
ら
く
、
河
中
観
察
使
趨
宗
儒
牧
む
る
所
の
管
内
の
諸
州
の
銭
物
等
、
既
に
敷
文
の
宜
し
く
遵
守
す
べ
き
所
有
り
、
縦
い
軍
用
に
縁
る

も
、
亦
合
に
奏
陳
す
べ
き
な
れ
ば
、
宜
し
く
一
月
の
俸
料
を
罰
す
ベ
し
、
(
監
察
御
史
〉
雇
都
の
勘
覆
せ
し
む
る
所
、

(
紅
〉

ら
ず
、
弦
を
以
て
職
を
奉
ず
る
は
慢
官
と
謂
う
べ
き
な
れ
ば
、
宜
し
く
一
季
の
俸
を
罰
す
ベ
し
、
と
。

河
中
観
察
使
趨
宗
儒
が
、

頗
る
未
だ
詳
壷
な

- 7 ー

無
許
可
で
敷
文
に
遣
い
諸
州
よ
り
銭
物
を
徴
牧
し
た
こ
と
に
よ
り
「
一
月
俸
料
」
、

わ
れ
た
監
察
御
史
峯
蔀
が
二
季
俸
」
を
浪
牧
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
慮
分
は
放
の
形
式
を
と
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
。
越
宗
儒
や
崖
都
の
行
震
に

劃
し
て
何
ら
か
の
慮
分
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
く
個
別
的
な
形
で
慮
分
が
決
定
し
て
い
る
の
で
あ

(
勾
)

る
。
こ
の
よ
う
に
、
詔
や
教
の
形
式
を
採
っ
て
慮
分
が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
か
な
り
多
い
。

御
史
蓋
奏
す
ら
く
、
今
月
三
日
、
左
右
金
吾
伎
の
嘗
遁
将
軍
烏
漢
正
・
季
耳
並
び
に
到
ら
ず
、
舎
昌
三
年
二
月
四
日
の
敷
に
よ
る
に
、
比

来
首
日
多
く
私
第
に
障
り
、
近
晩
に
方
に
本
伎
に
至
り
宿
直
す
。
事
頗
る
容
易
に
し
て
、
須
ら
く
提
揃
あ
る
べ
し
。
今
日
よ
り
以
後
、
重

日
並
び
に
本
伎
を
離
る
る
を
得
ず
、
縦
い
公
事
に
て
期
集
す
る
こ
と
有
る
も
、
嘗
直
の
人
は
亦
た
去
る
を
得
ず
、
何
お
御
史
蓋
を
し
て
朝

堂
駈
使
官
を
差
し
費
察
せ
し
む
べ
し
。
如
し
遣
う
者
有
ら
ば
、
録
名
聞
奏
せ
よ
、
と
あ
り
、
と
。
敷
旨
、

そ
れ
に
射
す
る
監
督
責
任
を
問

383 

宜
し
く
一
月
の
俸
を
罰
す
ベ
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(

お

)

し
、
と
。

こ
こ
で
は
、
御
史
蓋
の
上
奏
に
劃
し
て
、
敷
旨
の
形
式
で
慮
分
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
舎
昌
三
年
二
月
四
日
の
款
で
定
め
ら
れ
た
手
績
き
に
従

っ
て
、
御
史
蓋
は
違
反
者
を
「
録
名
聞
奏
」
し
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
式
が
と
ら
れ
て
る
こ
と
か
ら
も
明
確
な
慮
罰
規
定
は
な
く
、
そ
の

都
度
時
宜
に
鹿
じ
た
形
で
慮
分
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

義
行
立
、
費
州
刺
史
と
震
る
。
憲
宗
元
和
四
年
(
八
O
九
〉
閏
三
月
、

教
す
ら
く
、
行
立
制
書
に
違
い
、

一
月
の
俸
料
を
罰
す
べ
し
、
観
察
使
郡
土
美
奉
奏
せ
ざ
れ
ば
、
一
季
の
俸
を
罰
す
、
と
。

王
港
、
郵
州
刺
史
と
帰
る
。
元
和
九
年
(
八
一
四
)
御
史
喜
一
奏
す
ら
く
、
途
嗣
り
に
観
察
使
に
詣
る
、

(
川
品
〉

途
坐
し
て
一
季
の
俸
を
罰
せ
ら
る
。

迂
路
観
察
使
に
詣
る
、
宜
し
く

前
後
の
敷
文
に
遣
う
有
り
、

と

こ
れ
ら
二
例
の
う
ち
、

義
行
立
と
王
塗
に
つ
い
て
は
、

不
法
行
篤
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

前
者
に
劃
し
て
は
、

- 8ー

「
罰
一
月
俸
料
」
、
後
者
に
は

「
罰
一
季
俸
」
が
科
せ
ら
れ
て
お
り
、
慮
分
の
内
容
に
微
妙
な
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
罰
俸
に
闘
し
て
明
確
な

規
定
を
快
い
て
お
り
、
扶
況
に
躍
じ
て
鹿
分
が
下
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
罰
俸
は
明
確
な
規
定
を
依
い
て
お
り
、
そ
の
都
度
献
況
に
鷹
じ
て
慮
分
が
下
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、

か
な
り
柔
軟
性
を
持
つ

た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
。
皇
帝
の
意
志
が
多
分
に
働
い
て
い
た
場
合
も
あ
る
し
、
罰
俸
が
軽
罰
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
重
罰

を
宥
克
す
る
よ
う
な
形
で
科
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
寅
際
、
律
中
に
議
や
請
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
に
、
上
奏
に
よ
り
裁
可
を

(

お

〉

受
け
る
と
い
う
形
式
の
慮
分
は
多
く
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
優
遇
措
置
を
受
け
る
官
人
の
枠
は
贋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

tコ
慮

分

の

理

由

次
に
、
罰
俸
に
よ
っ
て
鹿
分
さ
れ
る
理
由
、
即
ち
過
失
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
後
掲
の
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
罰
俸
が
科

せ
ら
れ
た
理
由
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
た
だ
、
全
鰻
と
し
て
、
職
務
上
の
比
較
的
軽
微
な
過
失
に
劃
し
て
科
せ
ら
れ
る
軽
い
慮
分



で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
慮
分
理
由
は
、
刑
罰
の
基
本
法
で
あ
る
律
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
慮
分
理
由
の
中
に
は
、
南
税

や
私
瞳
に
闘
す
る
も
の
の
よ
う
に
、
律
令
の
制
定
時
に
は
制
度
自
韓
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
枠
内
に
は
入
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
制
度
、
そ
れ
も
主
と
し
て
経
済
犯
に
糾
問
す
る
制
裁
の
必
要
性
が
、
律
の
権
威
の
低
下
の
一
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
お
)

と
お
り
で
あ
る
が
、
罰
俸
理
由
の
中
に
そ
う
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
劉
躍
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、

律
に
存
在
す
る
規
定
を
適
用
し
て
も
鹿
分
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
不
法
行
篤
に
射
し
て
も
、
罰
俸
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
か
な
り
多
い
。

(

幻

〉

例
え
ば
、
先
掲
の
烏
漢
正
・
季
牙
の
例
だ
が
、
こ
の
場
合
の
鹿
分
理
由
は
宿
直
へ
の
飲
席
で
あ
る
。
律
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
衛
禁
律
・

(

お

)

第
十
八
僚
に
よ
り
答
四
十
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
賓
際
執
行
す
る
と
な
る
と
、
烏
漢
正
・
季
牙
は
左
右
金
吾
衛
賂
軍

(
従
三
口
問
〉
で
あ
る
か
ら

罪
一
等
を
減
じ
ら
れ
答
三
十
、

次
に
蹟
が
許
さ
れ
る
の
で
蹟
銅
三
斤
で
賓
刑
の
執
行
が
廻
避
さ
れ
る
。
関
銅
は
逼

(
却
)

一
斤
は
一
百
二
十
文
で
あ
る
か
ら
、
三
百
六
十
文
で
換
刑
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
規
定

は
適
用
さ
れ
ず
、
寅
際
に
は
、

(

ω

)

 

十
六
貫
で
あ
り
、
と
れ
に
よ
っ
て
偲
に
全
額
浪
牧
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
、
三
寓
六
千
文
と
い
う
こ
と
で
、
律
に
よ
る
慮
分
の
額
と
は
全
く
異

一
月
分
の
罰
俸
と
い
う
こ
と
に
な
司
た
。

左
右
金
吾
衛
将
軍
の
月
俸
は
、

貞
元
二
年
(
七
八
六
〉
の
段
階
で

- 9 ー

常
銅
銭
で
支
排
わ
れ
、
こ
の
嘗
時
、

な
っ
た
も
の
に
な
る
。

令
の
規
定
に
違
反
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

(

泣

〉

あ
る
。
こ
の
場
合
で
は
、
雑
律
・
第
六
一
僚
の
規
定
を
適
用
し
う
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
慮
罰
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
答
五
十
、

ま
た
、
元
和
六
年
(
八
一
一
)
京
兆
罪
(
従
三
品
)
元
義
方
・
戸
部
侍
郎
(
正
四
品
下
〉
庫
坦
が
、
令
の
規
定
に
反
し
て
戟
を
立
て
た
こ
と
に
よ

(
M
U
〉

っ
て
「
罰
一
月
俸
料
」
に
慮
せ
ら
れ
た
。

嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
律
の
範
圏
内
で
昆
分
で
き
る
は
ず
で

一
位
一
寸
減
ぜ
ら

385 

貞
元
四
年
〈
七
八
八
)
の
段
階
で
、
京
兆
予
の
月
俸
は
九
十
貫
、

り
、
加
え
て
、
頭
銅
で
あ
れ
ば
同
額
と
な
る
は
ず
の
元
義
方
と
虚
坦
の
聞
に
も
差
が
生
じ
て
い
る
。

れ
答
四
十
、
そ
し
て
贈
銅
四
斤
(
銅
銭
四
八
O
文
〉
で
寅
刑
の
執
行
は
廻
避
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
賓
際
に
は
罰
俸
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(お〉

戸
部
侍
郎
は
四
十
貫
で
あ
り
、

や
は
り
贈
銅
の
額
と
の
聞
に
大
き
な
差
が
あ



386 

そ
も
そ
も
、
同
じ
よ
う
に
経
済
的
負
揺
を
伴
う
罰
則
で
あ
る
と
は
い
え
、
噴
銅
と
罰
俸
の
聞
に
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
罰
俸
が
不
法
行

矯
そ
の
も
の
に
射
し
て
科
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
射
し
、
贈
銅
は
あ
く
ま
で
も
、
筈
杖
徒
流
死
の
五
刑
が
あ
り
、
そ
の
寅
刑
に
換
わ
る
も
の
、
即

ち
貧
刑
の
執
行
を
廻
避
す
る
措
置
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
購
銅
は
官
嘗
法
と
競
合
し
、
官
嘗
す
べ
き
官
が
あ
れ
ば
あ
く
ま
で
も
官
賞
に
援
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
質
的
差
異
に
加
え
、
金
銭
的
な
額
面
の
上
で
の
針
腰
関
係
が
認
め
ら
れ
ず
、
軽
罰
と
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は

高
額
が
渡
牧
さ
れ
て
い
る
貼
や
、
律
で
は
品
階
が
高
い
者
ほ
ど
官
嘗
や
議
請
減
な
ど
で
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
罰
俸
で
は
俸
料
の
高

い
者
ほ
ど
高
額
が
渡
牧
さ
れ
て
い
る
貼
か
ら
、
官
人
慮
罰
の
あ
り
方
に
か
な
り
襲
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
貼
に
つ

い
て
は
、
官
人
の
お
か
れ
て
い
た
経
済
朕
況
も
閥
わ
る
の
で
、
罰
俸
の
額
が
高
け
れ
ば
負
携
も
重
く
な
る
と
は

一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
罰
俸

は
律
と
は
本
質
的
に
系
統
を
異
に
す
る
底
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同

俸
融
制
度
と
の
関
連

- 10ー

罰
俸
と
い
う
慮
罰
が
頻
繁
に
科
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
有
数
性
を
持
っ
た
の
は
、
官
人
機
構
の
整
備
に
伴
い
俸
旅
制
度
が
確
立
し

た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
俸
緑
制
度
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
唐
代
の
俸
様
制
度
に
つ
い
て
は
、
未
だ
そ
の
全

容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
罰
俸
と
の
関
わ
り
か
ら
俸
料
支
給
の
黙
に
着
目
し
て
概
述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
京
官
に
つ
い
て
は
、
唐
代
前
期
、
即
ち
開
元
・
天
費
以
前
に
お
い
て
は
、
月
毎
に
支
給
さ
れ
る
俸
料
・
季
毎
に
支
給
さ
れ
る
緑
米
共

に
、
職
事
品
の
高
低
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
緑
米
に
つ
い
て
は
、
貞
観
年
聞
に
は
大
韓
制
度
が
確
立
し
て
い

た
。
一
方
、
俸
料
の
方
は
、
開
元
二
十
四
年
(
七
=一
六
)
に
、
本
来

「月
俸
」
と
稽
さ
れ
た
部
分
に
、
食
料
や
本
来
は
色
役
支
給
で
あ
る
資
課

〈

弘

)

が
加
わ
り
、
銭
給
部
分
を
一
括
し
て
支
給
す
る
月
俸
制
が
確
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
庭
俸
緑
制
度
の
睡
裁
は
整
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
安
史
の
凱
に
よ
り
俸
融
支
給
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
時
期
が
績
い
た
が
、
大
暦
十
四
年
(
七
七
九
〉
、
さ
ら
に
貞
元
四
年
(
七
八
八
)

(

お

〉

の
二
度
に
わ
た
る
改
定
を
経
て
、
唐
代
後
牢
期
の
京
官
へ
の
俸
料
支
給
制
度
は
確
立
す
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
本
来
の
月
俸
部
分
は
職
事
ロ
問
に



封
躍
す
る
形
で
、
そ
し
て
手
力
資
課
等
の
他
の
名
目
の
部
分
は
職
務
の
貫
態
に
鷹
じ
る
形
で
支
給
さ
れ
た
。
た
だ
、
史
料
所
載
の
俸
料
額
一
覧

で
は
、
職
名
と
全
瞳
の
額
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
書
は
不
明
で
あ
り
、
匿
別
が
か
な
り
陵
昧
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

な
お
、
京
官
で
も
武
官
の
四
品
以
下
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
品
秩
に
よ
る
支
給
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
旅
米
の
方
に
つ
い
て
は
、
こ

よ
り
職
務
の
賓
態
に
適
合
し
た
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
相
劉
的
地
位
は
か
な
り
低
下
し

の
時
期
に
な
る
と
、
俸
料
が
大
幅
に
増
額
さ
れ
た
上
、

た
よ
う
で
あ
る
。

外
官
の
俸
緑
に
関
し
て
は
、
品
秩
劃
躍
で
は
な
く
長
官
の
俸
料
を
定
め
た
上
で
逓
減
し
て
い
く
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
賓
態
は
不
明
な
貼
が
多
い
。
た
だ
、
唐
代
後
牢
期
に
な
る
と
概
し
て
京
官
に
比
べ
か
な
り
高
額
の
給
興
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か

(

お

〉

で
あ
る
。
特
に
、
資
課
や
雑
絵
枇
一
す
の
本
来
の
月
俸
以
外
の
部
分
の
占
め
る
割
合
が
か
な
り
増
加
し
て
い
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
罰
俸
に
よ
っ
て
そ
の
ど
こ
ま
で
が
奪
わ
れ
た
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
史
料
中
で
罰
俸
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
る
際
、
渡
牧
さ
れ
る
も
の
に
閲
し
て
は
、

「俸」

「
俸
料
」

「
一
季
」
な
ど
の
よ

-11ー

「
俸
緑
」
な
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
、
そ
れ
に
「
一
月
」

う
な
額
面
が
附
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
果
た
し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
匝
別
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
巌
密
に
言
え
ば
、

「
俸
」
は
本
来
の
月
俸

「
料
」
は
資
課
・
食
料
等
の
月
俸
以
外
の
銭
給
部
分
、
「
旅
」
は
職
米
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
史
料
の
表
記
の
際
で
は
し
ば
し
ば
混

同
が
み
ら
れ
匝
別
し
が
た
い
。
特
に
、
「
俸
」
と
「
料
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
月
毎
に
銭
で
支
給
さ
れ
る
と
い
う
貼
か
ら
、
貫
態
と
し
て
も

部
分
、

か
な
り
の
場
合
同
様
に
扱
わ
れ
て
お
り
、

「
料
銭
」
と
稽
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
現
に
、
開
元
二
十
四
年
時
黙
で
の
月
俸
額
は
、
そ
れ
ら

の
巌
密
な
内
需
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
貞
元
四
年
の
時
離
で
は
全
て
合
計
し
た
額
し
か
-
記
さ
れ
て
い
な
い
。

罰
俸
に
関
す
る
史
料
の
中
で
も
、
多
く
の
場
合
は
そ
れ
ら
が
巌
密
に
匿
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
跡
は
な
い
。
た
だ
一
部
に
は
、
資
課
名
目

の
部
分
の
み
を
混
牧
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

『
唐
舎
要
』
巻
二
四
、
朔
望
朝
参
大
暦
七
年
(
七
七
二
)

六
月
の
僚
に
は
、
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御
史
大
夫
李
栖
笥
奏
す
ら
く
、
伏
し
て
以
へ
ら
く
、
朝
廷
の
儀
、
義
と
し
て
嘗
に
祇
粛
た
る
べ
し
。
今
者
手
力
資
銭
を
以
て
、
俸
様
の
奮
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罰
に
比
す
、
請
う
ら
く
は
、
永
泰
元
年
八
月
の
敢
に
准
じ
て
定
と
篤
せ
。
其
れ
一
司
の
中
、
三
人
以
上
是
れ
参
官
有
り
、
其
の
日
並
び
に

到
ら
ざ
る
者
は
、
本
司
の
長
官
は、

請
う
ら
く
は
、
一
月
の
手
力
資
銭
を
罰
せ
ん
。
其
れ
一
月
内
に
三
度
到
ら
ざ
れ
ば
、
毎
度
罰
有
り
と

一
月
の
資
銭
を
罰
せ
ん
。
-
(
後
略

)
l之
れ
に
従
う
。

(
幻
〉

と
あ
る
。
手
力
と
は
官
人
の
移
轄
の
際
に
支
給
さ
れ
る
色
役
人
夫
の
こ
と
で
、
手
力
資
銭
は
そ
れ
を
銭
に
よ

っ
て
代
納
さ
せ
官
人
に
支
給
し
た

難
も
、
亦
た
罰
に
准
じ、

も
の
で
、
資
課
の
一
名
目
で
あ
っ
た
。
大
暦
頃
に
は
、
こ
の
手
力
資
銭
は
官
人
の
給
輿
の
中
で
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら

(
お
)

れ
、
寅
際
他
の
部
分
と
は
明
確
に
匝
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
故
に
、
手
力
資
銭
の
み
を
渡
放
す
る
よ
う
な
罰
則
も
成
立
し
得
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
績
く
形
で
朝
参
を
依
席
し
た
本
人
に
射
し
て
は
、

「
罰
一
月
俸
」
の
慮
分
を
な
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
罰

俸
よ
り
は
軽
い
慮
分
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た

『
新
唐
室面
』
巻
五
四
・
食
貨
志
四
に
は

を
罰
せ
よ
、

と

- 12ー

開
成
末
、
詔
す
ら
く
、
私
盟
月
に
再
び
犯
す
者
あ
ら
ば
、
牒
令
を
易
え
、
刺
史
の
俸
を
罰
せ
よ
、

十
犯
あ
ら
ば
、
別
ち
翻
察
剣
官
の
課
料

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
課
料
と
は
、
資
課
名
目
の
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
令
外
の
官
に
つ
い
て
は
令
制
の
官
を
粂
任
す
る
こ
と
に
よ
り
俸
稔
を

支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
名
目
で
そ
れ
以
外
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
多
い
。
質
際
、
外
官
系
統
の
節
度
使
や
観
察
使
な
ど
は
、
刺

史
と
し
て
の
正
規
の
俸
料
に
加
え
多
額
の
支
給
を
受
け
て
い
た
。
故
に
、
観
察
剣
官
と
し
て
の
課
料
を
渡
牧
す
る
よ
う
な
慮
分
も
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

と
他
の
名
目
の
部
分
が
裁
然
と
匝
別
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
。

降、

京
官
に
お
い
て
は
雨
者
の
匝
別
は
困
難
と
な
り
、
原
則
と
し
て
は
両
方
ま
と
め
た
形
で
渡
牧
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
は
な

こ
の
よ
う
な

一寸

月
俸
L 

特
に
、

貞
元
四
年
の
改
定
以

い
か
。
な
お
、
料
銭
の
全
額
で
は
な
く
部
分
的
に
浪
放
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

『奮
唐
書
』
巻

一
七
上
・

文
宗
本
紀
上

・
太
和
元
年
(
八

二
七
)
六
月
辛
抑
朔
の
僚
に
は
、
衣
の
よ
う
に
あ
る
。



放
す
ら
く
、
文
武
常
参
官
は
朝
参
到
ら
ざ
れ
ば
、
料
錨
の
多
少
に
擦
り
、
貫
ご
と
に
二
十
五
文
を
罰
せ
よ
。

こ
れ
は
一
貫
に
つ
き
二
十
五
文
、
即
ち
四
十
分
の
一
の
減
給
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
朝
参
依
席
に
つ
い
て
出
さ
れ
て
い
た
規
定
よ
り
は
軽
い
虚

分
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
稀
な
ケ
l
ス
で
、
原
則
と
し
て
は
、
全
額
が
浪
牧
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
職
米
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
原
則
と
し
て
季
毎
聞
ち
三
ヶ
月
草
位
で
支
給
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
一
月
を
車
位
と
し
て
支
給
さ
れ
た
俸

料
と
一
括
し
て
漫
牧
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
「
奪
一
季
俸
椋
」
と
い
っ
た
記
さ
れ
方
を
し
て
い
る
場

合
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
俸
と
椋
南
方
渡
牧
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
代
後
牟
期
に
な
る
と
、
総
米
の
給
興
中

に
お
い
て
占
め
る
割
合
は
相
封
的
に
み
て
低
下
し
た
。
故
に
、
聴
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
、
さ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

い
か
。
た
だ
、
唐
代
後
牢
期
に
も
依
然
と
し
て
奪
帳
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
ケ
l
ス
も
あ
り
、
加
え
て
、
前
半
期
に
は
奪
職
の
方
の
事
例
も

(

却

)

一
概
に
前
半
期
の
奪
掠
が
後
半
期
の
罰
俸
に
費
化
し
た
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
俸
旅
制
度
の
整
備

- 13ー

や
そ
の
安
定
的
な
支
給
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
制
裁
が
始
以
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で

あ
る
。

同

罰
俸
に
類
似
す
る
慮
罰

罰
俸
同
様
に
官
人
の
み
に
科
せ
ら
れ
経
済
的
負
措
を
伴
っ
た
鹿
罰
と
し
て
罰
直
が
あ
る
。
こ
れ
に
閲
し
て
は
、
唐
代
の
事
例
は
極
め
て
少
な

L、。

『
珊
府
元
倫
明
』
巻
一
五
三
・
一
帝
王
部
・
明
罰
門
・
大
和
二
年
(
八
二
八
)
十
二
月
壬
子
朔
僚
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

御
史
中
丞
温
造
奏
し
て
云
は
く
、
十
二
月
二
十
二
日
、
初
め
宮
中
の
遺
火
を
聞
き
、
妖
賊
並
び
に
蓋
に
在
ら
ん
こ
と
を
禁
ず
る
に
縁
り

て
、
恐
ら
く
は
好
謀
有
ら
ん
。
迭
に
人
吏
を
追
集
し
随
防
を
設
備
し
、
然
る
後
に
奔
走
入
朝
し
到
る
も
梢
く
後
に
在
り
、
雨
巡
使
崖
宜
・

挑
合
其
の
日
蓋
中
に
て
忽
ち
火
有
る
を
聞
き
、
所
領
を
追
集
し
、
朝
堂
に
赴
き
到
る
も
梢
く
後
に
在
り
。
臣
等
、
職
は
紀
律
の
次
に
列

し
、
庶
寮
動
も
せ
ば
皆
則
を
取
る
。
若
し
重
く
罰
せ
ざ
れ
ば
、
衆
情
を
動
し
難
し
。
自
ら
は
三
十
直
を
罰
し
、
宜
・
合
は
、
請
う
ら
く
は

389 
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各
々
二
十
直
を
罰
せ
ん
、

と
。
|
(
中
略
)
|
款
を
奉
じ
た
る
に
、

事
非
嘗
に
出
で
、

蓋
に
妖
賊
有
り
て
、

官
曹
備
警
し
、
亦
周
ね
き
を

慮
る
と
謂
わ
ば
、
即
ち
合
に
罪
を
朝
堂
に
待
ち
慮
分
を
侯
つ
ベ
し
。
罰
を
量
り
て
自
ら
許
す
は
、
事
儀
に
布
く
に
渉
る
。
温
造
・
挑
合
・

シ」。

崖
宜
等
、
各
々

一
月
の
俸
を
罰
せ
よ
。
請
う
所
の
罰
銭
は
宜
し
く
並
び
に
放
す
ベ
し
、

罰
直
と
は
、

「
直
」
と
い
う
皐
位
に
基
づ
い
て
銅
銭
を
徴
牧
す
る
慮
罰
で
あ
り
、
科
せ
ら
れ
る
範
圏
は
や
は
り
官
人
に
限
ら
れ
る
。
唐
代
の
史

(ω) 

一
直
は
二
百
文
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
鐘
納

料
は
極
め
て
少
な
い
の
で
不
明
の
貼
が
多
い
が
、
宋
代
の
史
料
に
よ
る
と
、

で
あ
る
煩
銅
の
一
斤
が
一
百
二
十
文
に
嘗
た
る
と
い
う
の
が
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
蟹
化
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
恐
ら
く
こ
の
値
を
唐

代
に
適
用
し
て
も
大
し
て
誤
ま
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
温
造
が
自
ら
求
め
た
慮
分
で
は
、
自
ら
に
関
し
て
は
六
千
文
(
六
貫
)
、

星
宜

・
挑
合
に
つ
い
て
は
四
千
文
(
四
貫
)
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
ら
の
慮
分
を
勝
手
に
決
め
た
と
い
う
こ
と
か
ら
批
剣
が
起
こ
り
、

結
局

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
月
の
罰
俸
と
い
う
こ
と
に
な
司
た
。
貞
元
四
年
段
階
で
の
御
史
中
丞
の
俸
料
は
八
十
貫
文
、
巡
使
(
殿
中
侍
御
史
〉
の
俸

こ
の
よ
う
に
、
罰
直
は
罰
俸
に
類
す
る
慮
罰
で
あ
り
、
律
と
の
関
係
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
罰
俸
よ
り
軽
い
慮
分
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

- 14ー

料
は
四
十
貫
で
あ
る
か
ら
、
も
し
そ
の
全
額
を
漫
牧
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
慮
分
は
か
な
り
重
く
な
司
た
わ
け
で
あ
る
。

る
が
、
俸
料
額
を
単
位
と
し
た
罰
俸
と
異
な
り
官
職
と
の
関
係
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
の
で
一
概
に
そ
う
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

五
代
か

ら
宋
に
か
け
て
、
そ
の
事
例
は
か
な
り
多
く
な
り
、
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
司
た
朕
況
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、

同
様
に
銅
銭
を
徴
牧
し
た
慮
罰
と
し
て
罰
銅
が
あ
る
。

唐
代
の
事
例
と
し
て
は
、

武
徳
九
年

2
c
=ハ
)
に
長

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

(
4〉

孫
無
思
に
科
せ
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
律
と
の
闘
連
が
深
く
、
或
い
は
晴
朗
銅
に
類
す
る
も
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
未
だ
諸
制
度
が
定
ま
っ
て
い
な
い
武
徳
年
聞
の
事
例
で
あ
り
、
し
か
も
功
臣
で
あ
る
無
忌
に
劃
す
る
も
の
な
の
で

一

般
化
は
で
き
な
い
が
、
今
後
宋
代
の
事
例
と
併
せ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
唐
に
績
く
五
代

・
宋
の
罰
俸
に
つ
い
て
少
し
燭
れ
て
お
き
た
い
。

五
代
の
諸
王
朝
で
も
、
罰
俸
は
慮
罰
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ



て
お
り
、

ま
た
唐
の
史
料
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
罰
直
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
制
度
的
に
は
、
半
月
を
単
位
と
し
て
罰
俸
を
行
っ
て
い
る
例

も
あ
る
が
、
唐
に
は
見
ら
れ
な
い
ケ

I
ス
で
あ
る
。

宋
代
に
な
る
と
、

録
』
を
引
用
し
て
衣
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
日
く
、
罰
俸
の
例
、
一
品
八
貫
、
二
品
六
貫
、
三
品
五
貫
、

一
貫
三
百
、
九
品
一
貫
五
十
、
と
。

制
度
と
し
て
さ
ら
に
整
備
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

宋
敏
求
『
春
明
退
朝
録
』
巻
下
に
は
、

『
菰
魯
公
雑

例
え
ば
、

四
品
三
貫
五
百
、

五
品
三
貫
、
六
品
二
貫
、

七
品
一
貫
七
百
五
十
、

j¥ 

品

こ
れ
は
、

五
代
か
ら
宋
-
一
初
の
罰
俸
の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

は
、
名
例
敷
と
し
て
、

さ
ら
に
、

南
宋
の

『
慶
元
篠
法
事
類
』
巻
七
六
・
嘗
晴
朗
門
・
罰
顧
で

諸
そ
罰
俸
は
牟
月
を
以
て
、
罰
直
は
十
直
を
以
て
一
等
と
篤
し
、
官
蔭
減
等
の
例
に
在
ら
ず
。

と
あ
り
、
ま
た
、
断
獄
格
と
し
て

罰贈
直銅

毎
斤

毎
直

罰
俸

毎
月

391 
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一
百
二
十
文
足

二
百
文
足

一
品

八
貫

六
貫
五
百

一
一
口
問品

五
貫

四
品

三
貫
五
百
文

五
品

貫

六
口
問

二
貫
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じ
品

一
貫
七
百
文

入
品

一
貫
三
百
文

九口問

一
貫
五
十
文

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
確
な
形
で
罰
俸
の
施
行
方
法
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
制
度
と
し
て
か
な
り
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
な
お
、
こ
う
し
た
罰
俸
の
原
則
、

特
に
罰
俸
の
額
が
唐
代
に
も
適
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
代
や
宋
の
俸
職
制
度
に
つ
い
て
不
明
の
黙

が
多
い
の
で
、
現
時
貼
で
は
明
確
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
口
問
毎
に
罰
俸
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
俸
料
制
度
に
お
い
て
品

の
持
つ
意
味
の
低
下
し
て
い
た
唐
代
後
半
期
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
確
か
に

「
月
俸
」
と
稿
さ
れ
る
部
分
は
品
毎
に
支
給

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
制
度
は
外
官
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
俸
様
制
度
や
官
制
の
襲
化
の
中
で
五
代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
、
上
述

の
よ
う
な
制
度
へ
と
落
ち
着
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
考
を
侯
ち
た
い
。

そ
の
他
の
律
外
の
官
人
鹿
罰

- 16ー

唐
代
に
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
罰
俸
以
外
に
も
、
律
の
規
定
に
は
な
い
形
態
で
の
官
人
慮
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、

そ
れ
ら
を
概
観
し
た
上
で
、
罰
俸
と
の
閥
蓮
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

罰
俸
以
外
の
律
外
の
慮
分
で
、
そ
の
事
例
が
多
い
の
は
庇
官
で
あ
る
。
庇
官
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
官
位
を
下
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま

(

必

)

で
、
八
重
津
洋
卒
氏
が
官
人
慮
罰
の
幅
削
貼
か
ら
、
辻
正
博
氏
が
地
方
行
政
と
の
関
連
か
ら
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
慮
分
と
し
て
の
具

鰹
像
に
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
黙
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
罰
俸
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
庭
官
に

つ
い
て
も
、
そ
の
慮
分
の
あ
り
方
は
、
罰
俸
同
様
に
、

一
般
的
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、

そ
の
都
度
個
別
的
に
慮

分
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る。

前
者
の
事
例
の
典
型
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
神
龍
年
聞
の
散
頒
刑
部
格
中
に
、
庭
官
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
俊
文
が
あ
る
。



O
官
人
任
に
在
り
、
賊
賄
に
縁
り
罪
を
計
り
股
己
上
と
成
る
、
臓
賄
に
非
ず
と
離
も
、
罪
除
亮
に
至
り
、
恩
に
舎
い
及
び
別
敷
も
て
尭
ぜ
ら

(

必

〉

れ
る
れ
ば
、
並
び
に
即
ち
に
録
奏
し
、
犯
す
所
の
臓
肢
を
量
り
、
嶺
南
の
遠
悪
慮
及
び
謹
遠
官
を
庇
授
す
。

専
知
官
及
び
長
官
隠
蔽
し
て
言
わ
ず
、

O
l
(前
略
)
|
如
し
賊
護
す
る
の
州
勝
、

及
び
勾
官
札
奉
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
は
、

並
び
に
解

却
す
。
若
し
賊
を
捉
え
獲
ざ
れ
ば
、
遠
悪
官
を
庇
授
す
。
限
内
に
て
捕
獲
し
、
牟
ば
以
上
を
過
ぐ
れ
ば
、
即
ち
庇
責
を
売
が
る
。
如
し
外

(
川
崎
〉

境
の
五
人
以
上
を
檎
獲
せ
ば
、
中
上
考
を
輿
う
。
麿
に
庇
す
べ
き
者
は
、
功
、
過
相
い
折
す
る
を
聴
す
。

格
は
律
に
封
す
る
補
足
・
修
正
位
一
寸
の
法
典
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
律
の
規
定
と
リ
ン
ク
さ
せ
、
そ
れ
に
追
加
す
る
よ
う
な
形
で
規
定
が
出

さ
れ
、
庇
官
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
嶺
南
の
遺
悪
慮
や
遁
遠
に
闘
し
て
は
、
恐
ら
く
明
確
に
州
や
牒
の
名
が
定
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ

ハ
必
)

ぅ
。
現
在
で
は
何
慮
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
規
定
で
は
、
か
な
り
詳
細
か
つ
具
瞳
的
な
形
で
庇
官
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
方
で
は
、
さ
ら
に
責
任
の
重
い
者
に
劃
し
て
は
、
解
却
、
聞
ち
官
を
解
い
て
し
ま
う
こ
と
も
規
定

さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
功
績
の
方
に
関
し
て
も
考
課
の
成
績
を
上
げ
る
と
い
う
恩
典
が
あ
り
、
功
と
過
を
計
算
し
相
殺
し
た
上
で
鹿
分
を
決
定

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
律
の
規
定
に
は
な
い
よ
う
な
形
態
の
虚
分
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
過
失
内
容
自

瞳
は
律
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
律
が
未
だ
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
既
に
空
文
化
し
て
い
た
部

分
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

-17 -

こ
の
他
に
も
、
教
な
ど
の
形
式
で
、
庇
官
に
相
蛍
す
る
不
法
行
震
の
内
容
に
閲
し
て
具
瞳
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
何
例
か
あ
る
。
た

だ
、
慮
分
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
庭
官
す
る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
瞳
的
に
ど
う
い
う
段
階
で
或
い
は
ど
う
い
う
ポ
ス
ト
へ
と
い
う

貼
に
つ
い
て
は
歓
い
て
い
る
場
合
が
多
い
o

A
ノ
。

恐
ら
く
、

前
任
官
と
の
粂
ね
合
い
な
ど
を
考
慮
し
朕
況
に
麿
じ
て
剣
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

393 

一
方
、
個
別
的
に
そ
の
都
度
慮
分
が
下
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
は
か
な
り
多
い
。
そ
の
場
合
の
庇
官
理
由
は
、
八
重
津
氏

の
論
稿
で
何
例
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ま
た
、
鹿
分
の
性
質
上
、
政
争
等
が
絡
ん
で
い
る
場
合
も
多
い
た
め
、
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分
析
は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
分
に
時
宜
的
に
執
行
さ
れ
る
要
素
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
前
章
で
考
察
を
加
え
た
罰
俸
と
庇
官
と
が
何
ら
か
の
段
階
を
以
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。

(
日
明
)

前
一章
で
も
取
り
上
げ
た
先
天
二
年
の
朔
望
朝
参
に
関
す
る
教
で
は
、

服
装
違
犯
に
劃
し
て

「奪
一
月
俸
」
、
無
断
依
席
に
濁
し
て
、

ー「

海
『ず

季
旅
」
を
規
定
し
た
上
で
、

そ
の
回
数
を
重
ね
た
者
に
劃
し
て
は
「
庭
降
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
頻
犯
者
」
と
あ
る
の
み
で

あ
る
か
ら
、
何
度
と
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
事
を
量
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
都
度
朕
況
に
底
じ
て
判
断
し
た
上

で
、
そ
れ
に
麿
じ
た
ポ
ス
ト
へ
と
庭
降
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
長
慶
元
年
(
八
二
一
)
三
月
に
は
、
瞳
識
使
王
播
が
次
の
よ
う
な
上
奏
を
行
い
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
定
制
化
さ
れ
て
い
る
。

又
奏
す
ら
く
、
駅
間
町
煎
盟
戸
及
び
盟
一
商
、
井
び
に
諸
盟
院
停
(
亭
)
場
の
官
吏

・
所
由
等
、

前
後
の
制
敷
、
南
税
を
除
く
の
外
、

差
役
追

- 18ー

擾
す
る
を
許
さ
ず
。
今
更
に
違
越
有
ら
ん
こ
と
を
請
う
者
は
、
鯨
令
は
奏
し
て
庇
馳
を
聞
き
、
刺
史
は

一
季
の
俸
銭
を
罰
す
。
再
び
犯
す

(

灯

〉

者
は
、
奏
し
て
準
止
を
聴
か
し
め
ん
、
と
。

よ
り
末
端
の
行
政
機
関
の
長
で
あ
る
鯨
令
が
、
そ
れ
だ
け
監
督
責
任
も
重
く
な
る
た
め
か
、
上
奏
の
上
で
庇
官
に
閲
し
て
裁
可
を

下
さ
れ
、
州
の
刺
史
に
つ
い
て
は
、
罰
俸
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
再
犯
が
あ
っ
た
場
合
は
、
上
奏
し
て
準
止
を
聴
く
こ
と
に

こ
こ
で
は
、

な
る
。

つ
ま
り
、
責
任
や
過
失
の
度
合
に
よ
っ
て
罰
俸
と
庇
官
が
段
階
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
個
別
的
な
形
で
慮
分
が
下
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
衣
の
ケ
1
ス
が
そ
う
で
あ
る
。

吏
部
宏
詞
奉
人
を
試
み
る
に
、
題
目
を
漏
世
し
、
御
史
蓋
の
劾
す
る
所
と
鋳
る
。
侍
郎
表
誌
は
因
子
祭
酒
に
改
め
、
郎
中
周
敬
復
は
雨
月

(

必

〉

の
俸
を
罰
し
、
考
試
官

・
刑
部
郎
中
唐
枝
出
で
て
慶
州
刺
史
と
篇
し
、
監
察
御
史
鴻
嗣
は
一
月
の
俸
料
を
罰
す
。

こ
の
ケ
l
ス
で
は
、
罰
俸
の
額
は
、

一
月
と
雨
月
、
毘
官
の
方
も
、
吏
部
侍
郎
裳
誌
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
京
官
の
園
子
祭
酒
、
考
試
官
で
あ

っ
た
刑
部
郎
中
唐
枝
に
つ
い
て
は
、
外
官
の
慶
州
刺
史
へ
と
い
う
こ
と
で
、
共
に
底
分
に
段
階
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
等
は
、



相
射
的
な
責
任
の
重
さ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
さ
ほ
ど
明
確
な
基
準
を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
質
際
、
罰
俸
に
よ
っ
て

露
分
さ
れ
る
場
合
と
、
庇
官
に
よ
っ
て
慮
分
さ
れ
る
場
合
と
の
聞
に
、
明
確
な
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
は
困
難
で
、
そ
の
時
々
の
ケ
l
ス
に
鷹
じ

て
慮
分
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
な
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
慮
分
の
性
質
上
、
庇
官
の
方
が
重
い
の
は
確
か
な
こ
と
だ
が
、

紹
封
的
な
基
準
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
間
以
官
も
か
な
り
柔
軟
性
を
も
っ
た
慮
罰
で
あ
り
、
そ
れ
が
罰
俸
と
併
用
さ
れ
、

を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
つ
の
盟
系

こ
の
よ
う
に
罰
俸
が
庇
官
と
併
用
さ
れ
て
い
る
ケ
I
ス
は
多
数
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
慮
罰
と
併
用
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
も
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
の
鹿
罰
の
内
容
に
も
慣
れ
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

敷
す
ら
く
、
|
(
中
略
〉
1

宗
正
少
卿
李
子
鴻
は
買
に
洞
事
を
司
り
、
誤
り
て
祝
文
を
進
む
る
は
、
罪
根
源
有
り
て
、
理
と
し
て
降
滅
し

難
し
、
宜
し
く
見
任
を
停
む
べ
し
。
博
士
は
既
に
詳
定
に
お
い
て
失
し
、
御
史
は
叉
そ
の
監
臨
を
瞭
し
く
す
、
若
し
薄
懲
せ
ざ
れ
ば
、
恐

王
彦
威
は
宜
し
く
南
月
の
俸
料
を
罰
し
一
階
を
創
る
べ
し
、
雀
鄭
は
宜
し
く
一
季
の
俸
を
罰
し
雨
階
を
削
る
ベ

しら
、(く
と49は
。)至

敬

需
カミ
ん

- 19ー

過
失
の
主
た
る
責
任
者
で
あ
る
李
子
鴻
は
見
任
官
、
聞
ち
宗
正
少
卿
を
解
か
れ
て
お
り
、

王
彦
威
と
雀
都
に
つ
い
て
は
、
罰
俸
の
上
、
削
階
と

い
う
慮
分
が
と
ら
れ
て
い
る
。
階
と
は
品
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
た
も
の
で
昇
進
の
際
の
単
位
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
段
階
を
削
る
の
が
「
削

一
階
」
、
二
段
階
倒
れ
ば
「
制
雨
階
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
罰
俸
の
み
な
ら
ず
、
官
人
と
し
て
の
地
位
の
高
低
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な

(
印
)

慮
分
が
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
1
ス
と
し
て
は
、
他
に
元
和
十
年
ハ
八
一
五
)
の
李
働
の
例
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
李
働
の

謹
奏
に
閲
し
て
、
訴
え
た
李
逢
土
ロ
は
嘗
初
売
官
を
求
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
皇
帝
一
は
備
の
準
奉
の
功
に
報
い
る
意
味
も
あ
っ
て
罰
俸
で
済
ま

せ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
さ
ら
に
逢
士
口
が
罪
を
極
言
し
た
た
め
銀
青
階
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
罰
俸
に
加
え
て
他
の
慮
罰
を
も

科
す
る
と
い
う
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
、
罰
俸
自
瞳
は
軽
い
慮
分
で
あ
っ
た
の
で
、
或
い
は
他
の
慮
罰
に
加
え
て
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
ケ
l
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ス
も
か
な
り
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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な
お
、
見
任
官
を
解
く
と
い
う
庭
分
は
、
解
任

・
停
解
な
ど
と
稿
さ
れ
、
往
々
に
し
て
科
せ
ら
れ
た
。
普
通
は
見
任
の
職
事
官
を
停
止
す
る

(

日

)

わ
け
で
、
そ
の
職
事
官
が
癒
官
や
検
校
官
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
散
官
に
及
ぼ
す
影
響
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
官
人
と
し
て
の
身
分

に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、

『
通
風
〈
』
巻

一
八
・
選
奉
典
六

・
雑
議
論
下
所
掲
の
徳
宗
朝
の
瞳
部
員
外
郎
沈
既
済
の
選
奉
制
度
に
閲
す
る
議
論
の
中
で
は
、
禁
約

雑
僚
の
一
節
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

暴
ぐ
る
所
の
官
吏
任
に
在
る
の
目
、
行
迩
事
謬
に
し
て
奉
肢
の
如
き
に
あ
ら
ず
、
及
び
罪
を
犯
し
徒
以
上
に
至
る
者
有
ら
ば
、
粂
ね
て
翠

主
を
坐
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
(
〔
註
〕
其
の
犯
す
所
の
人
は
自
ら
常
法
の
本
僚
に
依
り
庭
分
す
。
)

一
人
な
れ
ば
緑
一
年
を
奪
う
。
(
〔
註
〕
諸
使

の
稼
無
き
者
は
、
三
品
官
に
準
じ
て
料
銭
を
以
て
折
納
し
、
時
佑
に
依
り
計
る
。
〉
二
人
な
れ
ば
賜
を
奪
う
。
(
〔
註
〕
賜
無
き
者
は
其
の
色
を
隠
し
め
、
紫

を
降
し
緋
に
従
い
、
緋
を
降
し
緑
に
従
い、

緑
を
降
し
碧
に
従
う
。
〉
三
人
な
れ
ば
階
及
び
爵
を
奪
う
。

(〔註
〕
爵
有
る
も
階
無
し
、
階
有
る
も
爵
無
き

者
は
、
加
え
て
賜
及
び
勅
を
奪
う
。
〉
四
人
な
れ
ば
見
任
の
職
事
官
を
解
く
。

庇
官
。
(
〔
註
〕
節
度
・

観
察
使
降
し
て
刺
史
と
篤
し
、
刺
史
降
し
て
上
佐
と
盛
岡
し
、
皆
迭
州
を
以
て
す
。
)
六
人
な
れ
ば
除
名
。

(
〔
註
〕
己
に
上
任
す
る
者
は
並
び
に
之
れ
を
遁
解
す
。〉
五
人
な
れ
ば
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(〔註
〕
六
人
以
上
と
雄

も
、
罪
は
除
名
に
止
む
。)

こ
の
俊
文
は
、
諸
司
使
・
州
府
の
長
官
が
僚
属
を
任
用
す
る
際
の
手
績
き
に
つ
い
て
述
べ
た
僚
に
績
く
も
の
で
、
任
用
し
た
官
吏
の
違
法
に
封

す
る
奉
主
の
責
任
を
主
な
内
容
と
す
る
。
違
法
者
の
人
数
に
劃
鷹
す
る
形
で
、
慮
分
は
六
段
階
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
庭
分
の
差

等
が
窺
わ
れ
る
貼
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
番
軽
い
段
階
の
慮
分
と
し
て
一
年
分
の
旅
が
奪
わ
れ
る
。
椋
が
な
い
場
合
は
、
料
鎮
で

の
折
納
が
認
め
ら
れ
て
い
る
貼
か
ら
、
混
牧
の
封
象
は
旅
の
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
諸
使
の
中
に
は
、
旅
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
者
も

(
臼
)

い
た
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
様
の
占
め
る
比
重
が
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
奪
賜
は
賜
服
を
奪
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
無
け
れ
ば
、
衣

(

臼

)

服
の
色
を
低
い
品
の
も
の
へ
降
さ
れ
る
。
奪
階
及
爵
、
解
見
任
に
つ
い
て
は
、
文
字
通
り
解
せ
ば
よ
い
。
庇
官
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
具
瞳

的
に
ポ
ス

ト
が
-
記
さ
れ
て
い
る
が
、
節
度
・
観
察
使
と
い
う
令
外
の
官
か
ら
刺
史
と
い
う
令
制
の
官
へ
と
庇
せ
ら
れ
て
い
る
貼
に
官
制
の
製
革



が
窺
わ
れ
る
。
最
も
重
い
罰
則
と
し
て
は
、
除
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
除
名
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
律
中
の
慮
分
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
相
暗
闘
す
る
罪
肢
は
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
外
の
ケ
l
ス
に
射
し
て
個
別
的
な
形
で
除
名
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

往
々
に
し
て
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

律
に
規
定
の
な
い
慮
分
と
、

律
に
規
定
の
存
在
す
る
除
名
と
が
、

併
用
さ
れ
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

し
か
も
、

そ
れ

は
、
徒
罪
以
上
と
い
う
律
の
概
念
に
基
づ
く
罪
肢
に
連
坐
す
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

れ
を
追
加
修
正
す
る
よ
う
な
形
で
、
律
外
に
種
々
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
律
が
一
臆
の
放
力
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ

さ
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
慮
分
は
全
て
官
人
と
い
う
身
分
を
有
す
れ
ば
こ
そ
科
せ
ら
れ
る
官
人
特
有
の
慮
分
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
中
で
も
罰
俸
は
最
も
軽
い
慮
分
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
慮
分
に
つ
い
て
共
通
貼
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
寅
刑

廻
避
的
な
側
面
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
律
規
定
に
こ
れ
ら
の
庭
分
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
人
に
劃
す
る
慮
罰
制
度
が
よ
り
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

- 21ー

四

考
課
制
度
と
の
関
連

官
人
の
勤
務
評
定
た
る
考
課
と
、
官
人
慮
罰
の
聞
に
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
何
ら
か
の
開
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
罰
俸
に
関

し
て
は
、
考
課
制
度
の
中
に
奪
緑
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
関
わ
り
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
考
課
制
度
に
つ
い
て
は
、
仁

井
田
陸
氏
の
『
唐
令
拾
遺
』
で
復
原
さ
れ
て
い
る
考
課
令
に
よ
っ
て
制
度
の
大
ま
か
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
分
か
る
が
、
そ
の
貫
態
に
は
不
明
な

(

臼

)

黙
が
多
い
。
本
一
章
一
で
は
、
考
課
制
度
と
官
人
慮
罰
、
特
に
罰
俸
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『
大
唐
六
典
』
と
『
唐
舎
要
』

『
唐
令
拾
遺
』
に
は
、

諸
そ
聴
を
食
む
の
官
、
考
中
上
巳
上
に
在
ら
ば
、

『
加
府
元
亀
』
の
記
事
を
も
と
に
、
加
旅
・
奪
旅
の
規
定
が
復
原
さ
れ
て
い
る
。

一
等
を
進
む
る
毎
に
、
旅

一
季
を
加
う
。
中
中
な
る
者
は
本
緑
を
守
る
。

中
下
よ
り
己

一
等
を
退
'く
毎
に
、
誠

一
季
を
奪
う
。
若
し
私
罪
下
中
よ
り
己
下
、

公
罪
下
下
な
ら
ば
、
並
び
に
見
任
を
解
き
、
嘗
年
の
旅
を
奪

397 

下
は
、
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ぃ
、
告
身
を
追
し

(

日

)

周
年
に
し
て
本
品
に
依
り
絞
す
る
を
轄
す
。

こ
こ
で
は
、
中
下
考
以
下
の
者
か
ら
稔
を
奪
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
通
常
は
中
下
考
で
一
季
、
下
上
考
で
雨
季
、
下
中
考
で
三
季
、
下

下
考
で
一
年
の
奪
禄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
私
罪
を
犯
し
て
い
れ
ば
下
中
考
で
既
に
一
年
分
の
禄
が
奪
わ
れ
る
。
そ
し
て、

さ
ら
に
私

罪
下
中
以
下

・
公
罪
下
下
の
者
に
つ
い
て
は
、
見
任
官
を
解
か
れ
告
身
が
追
鼓
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
人
と
し
て
の
身
分
は
保
持
さ
れ

る
わ
け
で
、

一
年
後
に
も
と
の
官
品
に
よ
っ
て
絞
任
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)

四
善
二
十
七
最
が
一
つ
の
基
準
と
な
る
。
益
田
の
方
は
官
人
の
徳
行
等
の
人
格
的
な

面
、
最
の
方
は
官
人
の
職
務
上
に
お
け
る
貨
績
の
面
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
教
の
衆
ね
合
い
に
よ
っ
て
考
の
段
階
が
決
定
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
善
最
共
に
そ
の
定
義
は
か
な
り
暖
昧
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
巌
密
な
剣
定
を
下
せ
た
と
は
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
恐
ら
く

大
概
の
官
人
は
、
中
中
考
や
中
上
考
に
落
ち
着
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
中
下
考
以
下
と
な
り
、
奪
掠
慮
分
を
受
け
る
の
は
、
何

(

貯

)

ら
か
の
過
失
や
犯
罪
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

上
上
か
ら
下
下
ま
で
九
等
に
匿
分
す
る
際
に
は
、

(
回
〉

な
お
、
律
で
庭
罰
を
受
け
た
場
合
に
閲
し
て
は
、
考
課
へ
の
影
響
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
負
殿
と
い
う
単
位
に
基
づ
き
、
私
罪
は
晴
朗

そ
れ
ぞ
れ
十
負
で
一
殴
と
す
る
。
そ
し
て
、
考
課
の
際
、
上
上
考
の
者
に
つ
い
て
は
問
題
と
し

- 22ー

銅
一
斤
で
一
負
、
公
罪
は
煩
銅
ニ
斤
で
一
負
、

な
い
が
、
上
中
考
以
下
は
一
般
ご
と
に
成
績
を
一
等
降
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
罪
が
明
確
な
形
で
考
課
の
成
績
に
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
考
課
令
中
の
奪
椋
と
罰
俸
と
の
閥
連
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
異
質
の
も
の
と
み
て
よ
い
。
考
課
令
の
奪
掠
は
令
制
に
お
い
て
明
記

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

逆
に
成
績
優
秀
で
あ
っ
た
者
に
劃
し
て
は
加
椋
が
な
さ
れ
て
い
る
。

て
、
功
績
の
あ
っ
た
者
に
射
し
て
、
給
輿
を
加
え
る
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
た
の
で
あ
る
。

ま
た

し
か
も
必
ず
考
課
に
伴
っ
て
科
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
罰
俸
は
時
宜
に
卸
し
て
柔
軟
に
庭
分
が
な
さ
れ
て

考
課
令
の
奪
様
に
つ
い
て
は
、

罰
俸
に
闘
し

こ
の
よ
う
に
、
考
課
令
の
奪
掠
と
罰
俸
は
、
そ
の
給
輿
を
奪
う
と
い
う
黙
に
お
い
て
は
共
通
し
、
或
い
は
護
想
と
し
て
は
同
一
の
淵
源
に
基



づ
く
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度
的
に
は
一
躍
別
個
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
俸
旅
制
度
の
獲
遁
に
伴
い
、
唐
代
前
期
の

奪
離
が
後
期
の
罰
俸
へ
と
饗
わ
司
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
賓
際
、
考
課
令
の
加
融
奪
掠
規
定
は
、
唐
代
後
牢
期
も
一
躍
形
式
的
に
は
存

大
中
六
年
(
八
五
三
〉
七
月
、
考
功
曹
よ
り
嘗
時
の
考
課
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
上
奏
が
な
さ
れ
て
い
る
が、

在
し
て
い
た
。

そ

の
一
節
に
は
衣
の
よ
う
に
あ
る
。

叉
た
考
課
令
に
准
る
に
、
中
上
以
上
に
在
ら
ば
、

一位一
寸
を
進
む
る
毎
に
、
雄
一
季
を
加
え
、
中
中
な
る
者
は
本
旅
を
守
り
、
中
下
よ
り
以

一
等
を
退
く
毎
に
、
詠
一
季
を
奪
う
。
令
に
准
る
に
此
を
以
て
勤
懲
し
、
事
在
ら
ば
必
ず
行
う
。
近
年
よ
り
以
来
、
興
奪
鹿

る
る
に
幾
か
ら
ん
。
或
い
は
申
請
の
鹿
有
る
も
、
則
ち
本
色
の
支
す
べ
き
無
し
と
言
い
、
徒
ら
に
簿
書
を
掛
け
、
買
に
給
輿
無
し
。
今
倉

下
な
れ
ば
、

庫
令
を
按
ず
る
に
諸
そ
糧
椋
を
給
す
る
は
、
皆
嘗
慮
の
正
倉
を
以
て
充
つ
。
倉
無
き
の
慮
は
、
則
ち
省
に
申
し
随
近
の
有
慮
支
給
す
。
叉

た
無
き
者
は
、
税
物
及
び
和
雑
・
屯
牧
等
の
物
を
以
て
充
つ
。
令
式
昭
然
た
り
て
、
合
に
襲
鹿
す
べ
か
ら
ず
。
今
自
り
以
後
、
省
司
校
考

し
畢
り
、
符
牒
州
に
到
る
後
毎
に
、
嘗
時
を
仰
ぎ
便
ち
升
降
輿
奪
の
事
由
を
具
し
申
請
し
、
如
し
令
式
に
遣
い
奉
明
な
ら
ざ
る
者
は
、
そ

そ
れ
己
に
任
を
去
る
の
官
は
奪
掠
の
事
を
追
し
、
井
び
に
令
式
に
准
り
て
昆
分
せ
ん
こ
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との
を所
請〈由
う59官
。〉は

俸
旅

季
を
奪
わ
ん

と
を
請
し、

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
考
課
制
度
も
そ
の
運
用
の
面
に
お
い
て
か
な
り
頚
慶
し
て
い
た
よ
う
で
、
加
帳
・
奪
掠
規
定
も
規
定
ど
お
り
整
然
と
運

用
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
施
行
を
働
行
す
ベ
く
こ
の
よ
う
な
上
奏
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
奏
を
見
る
限
り
で
は
、
職

の
支
給
自
瞳
が
か
な
り
杜
撰
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
完
全
に
停
慶
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
形
式
的
に
は
支
給
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
考
課
に
伴
う
加
緑
・
奪
職
等
が
規
定
ど
お
り
施
行
で
き
て
い
な
い
場
合
に
は
、
携
嘗
の

官
が
「
奪
俸
旅
一
季
」
に
慮
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
奪
俸
様
一
季
」
は
考
課
と
は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
そ
の
都
度
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
、

明
ら
か
に
そ
の
前
文
に
引
く
考
課
令
の
奪
椋
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
慮
分
の
性
質
と
し
て
は
、
罰
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俸
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
罰
俸
と
考
課
令
の
奪
職
は
制
度
的
に
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。



に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、

き
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
律
規
定
に
よ
っ
て
慮
分
さ
れ
る
犯
罪
や
過
失
に
閲
し
て
は
、
考
課
の
成
績
へ
の
影
響
が
、
明
確
な
形
で
考
課
令
中

公
罪

・
私
罪
に
闘
し
て
、
ど
の
よ
う
に
考
課
の
成
績
を
下
げ
る
か
は
、

一
般
的
な
形
で
の
規
定
が
存
在
し
、
考

400 

課
の
際
に
は
そ
れ
に
基
つ
け
ば
よ
か
司
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
、
個
別
に
考
課
の
成
績
に
閲
し
て
具
瞳
的
な
形
で
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
或
い
は
個
々
の
ケ
l

ス
に
劃
し
て

そ
の
都
度
時
{
且
に
即
し
て
考
課
の
成
績
に
つ
い
て
の
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
考
課
の
成
績
を
下
げ
る
こ

と
が
、

一
種
の
官
人
鹿
罰
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
天
賓
九
載
(
七
五
O
)
十
二
月
二
十
九
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
教
が
出
さ
れ
て
い
る
。

殺
す
ら
く
、
情
肢
を
責
す
る
の
専
知
官
、
二
十
有
ら
ば
十
下
す
を
減
ず
。
今
自
り
以
後
、
剣
司
鯨
令
一
人
犯
さ
ば
、
太
守
の
一
季
の
稔
を

(
伺
)

奪
う
。
丞

・
簿

・
尉
一
人
犯
有
ら
ば
、
腕
榔
令
に
中
下
考
を
輿
う
。
三
人
以
上
な
れ
ば
、
既
に
事
を
量
り
庭
期
す
、
と
。

責
情
吠
専
知
官
即
ち
杖
を
決
す
る
官
の
違
犯
に
つ
い
て

剣
司
の
牒
令
が
一
人
違
犯
す
れ
ば
郡
太
守
に
奪
稔
一
季
が
科
さ
れ

豚
の
丞
・
主

- 24ー

簿

・
尉
が
一
人
違
犯
す
れ
ば
、
勝
令
の
考
課
の
成
績
が
中
下
考
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
違
犯
者
が
三
人
以
上
に
な
れ
ば
、
事
献
に
雁
じ
て

庭
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
考
課
の
成
績
を
下
げ
る
こ
と
が
、
他
の
官
人
慮
罰
と
並
べ
ら
れ
る
形
で
、

い
わ
ば
官
人
慮
罰
の

形
態
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

飢

)

こ
う
し
た
ケ
l
ス
は
他
に
も
多
数
あ
り
、
例
え
ば
先
に
取
り
上
げ
た
貞
元
四
年
の
子
顧
の
上
奏
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
諸
司
使

の
本
推
官
に
つ

い
て
は
一
季
の
罰
俸
で
あ
っ
た
が
、
州
豚
の
本
剣
官
に
つ
い
て
は
考
課
の
成
績
を
下
考
と
す
る
こ
と
を
上
奏
し
認
め
ら
れ
て
い

(

臼

〉

る
。
ま
た
、
敦
埋
出
土
の
紳
龍
散
頒
刑
部
格
や
開
元
戸
部
格
の
残
巻
に
も
こ
の
よ
う
な
例
は
あ
り
、
唐
代
前
牢
期
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
課
の
成

績
を
下
げ
て
庭
罰
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
定
制
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
紳
龍
散
頒
刑
部
格
で
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
功
の
あ
司

〈

臼

〉

た
者
に
つ
い
て
は
考
課
の
成
績
を
上
げ
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
官
入
賞
罰
の
手
段
と
し
て
考
課
が
柔
軟
に
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

ミ

}
。

カ
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ま
た
、

他
の
慮
罰
が
加
え
ら
れ
た
上
、

考
課
の
成
績
を
下
げ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
威
逼
七
年
(
八
六
六
)
十
月
二
十

一
日
の
御
史
蓋
の
上
奏
で
は
、

すa今
。〉後

如
し
所
在

て
閉
薙
を
聞
く
者
有
ら
11 

長
吏
は
必
ず
庇
降
を
加
え
、

本
剣
官
・
録
事
参
軍
は
並
び
に
見
任
を
停
め
、

下
考
と
書

と
あ
り
、
見
任
官
を
解
く
こ
と
に
加
え
て
、
考
課
の
成
績
を
下
考
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
恐
ら
く
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
に
定
制
化
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
個
別
的
な
形
で
慮
分
が
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
事
例
は
あ

る。

教
す
ら
く
、
河
南
青
ノ
、
職
は
好
盗
の
隠
朕
を
摘
渡
し
遣
す
無
き
に
在
り
。
今
河
南
府
崖
志
の
家
を
劫
殺
す
る
の
賊
は
彰
ら
か
に
暴
な
り
。

若
し
斯
れ
牧
檎
し
て
獲
ず
、
漏
網
せ
し
む
る
を
致
さ
ば
、
慢
官
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。
其
れ
河
南
弔
ア
及
び
本
牒
令
、
捕
賊
官
は
、
宜
し
く

各
々
一
月
の
俸
料
を
罰
す
ベ
し
。
其
れ
捕
賊
官
は
、
較
考
の
日
に
至
ら
ば
、
の
お
下
考
と
書
せ
。
其
れ
留
守
下
本
巡
所
由
は
、
宜
し
く
権

〈

臼

)

徳
輿
に
委
ね
、
節
級
し
て
罰
を
科
す
ベ
し
、
と
。

(

臼

)

河
南
ヰ
ア
・
本
燃
の
令
と
捕
賊
官
(
豚
尉
)
が
そ
れ
ぞ
れ
罰
一
月
俸
料
に
慮
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

- 25ー

こ
こ
で
は
、

最
も
直
接
的
に
責
任
の
あ
る
捕
賊

官
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
課
の
成
績
を
下
考
と
す
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
て
い
る
。
教
の
形
で
慮
分
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
確
な
規

定
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
扶
況
に
贋
じ
た
形
で
慮
分
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
考
課
の
成
績
を
下
げ
る
こ
と
を
慮

罰
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
都
度
と
は
言

っ
て
も
考
課
を
行
う
時
期
は
決
ま

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
成
績
に
つ
い
て
は
常
に
令
制
に
則
し
た
形
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朕
況
に
鷹
じ
て
柔
軟
な
形
で
封
躍
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

(

印

〉
る。
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え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
、
罰
俸
等
の
よ
う
に
律
に
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
形
で
の
慮
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
考
課
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興

不
明
な
黙
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
罰
俸
を
科
し
た
上
、
考
課
の
成
績
を
下
げ
る
よ
う
な
慮
分
が
な
さ
れ
て
い
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(

町

)

る
場
合
を
除
い
て
は
、
明
確
な
開
連
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
罰
俸
慮
分
が
記
録
さ
れ
蔑
さ
れ
て
い
た
形
跡
も
あ
り
、
そ
れ
が
重
な
れ
ば
、
何

ら
か
の
形
で
考
課
の
成
績
に
影
響
を
興
え
て
い
た
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
も
、
明
確
な
規
定
が
存
在
し
た
場
合
は
少
な
く
、

多
分
に
時
宜
に
即
し
た
形
で
慮
分
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

以
上、

罰
俸
を
中
心
に
唐
代
の
官
人
慮
罰
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
唐
代
の
刑
罰
の
基
本
法
は
律
で
あ
り
、
官
人
鹿
罰
の
面
に
お
い

て
も
網
羅
的
に
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
し
て

唐
代
後
半
期
に
な
る
と
、

教
や
詔
の
形
で
出
さ
れ
た
規
定
が
新
た
に
法
典
に
ま
と
め
ら

れ
、
律
を
補
足
修
正
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
律
は

一
雁
は
基
本
法
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
お
り
、
宋
代
に
お
い
て
も
、

『
刑
統
』
の
形
で
承

け
維
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

一
方
で
律
の
規
定
が
無
視
さ
れ
る
よ
う
な
形
で

律
に
存
在
し
な
い
よ
う
な
形
態
で
の
官
人
慮
罰
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ

- 26ー

た
。
そ
の
一
つ
が
罰
俸
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
慮
罰
は
、
詔
款
の
形
で
出
さ
れ
た
新
規
定
に
卸
し
た
形
で
科
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
そ

の
都
度
吠
況
に
鹿
じ
た
形
で
慮
分
が
な
さ
れ
る
場
合
が
か
な
り
多
か
っ
た
。
慮
分
は
柔
軟
性
を
も
っ
て
科
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
奏
し

て
裁
可
を
仰
ぐ
よ
う
な
ケ

1
ス
も
、
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
範
囲
が
贋
が
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
官
人
に
劃
す
る
特
別
措

置
の
枠
が
横
大
し
た
こ
と
が
、

一
因
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
官
人
機
構
の
整
備
に
伴
い
、
官
人
と
い
う
身
分
の
枠
組
が
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
官
人
と
い
う
身
分
を
有
す
れ
ば
こ
そ
の
官
人
特
有
の
慮
罰
が
多
く
な
っ
て
い
る

の
も
、
そ
の
よ
う
な
扶
況
の
反
映
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
律
自
瞳
が
、
官
人
を
封
象
と
す
る
規
定
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
加
え
て

律
外
の
鬼
分
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
、
官
人
を
中
心
と
し
た
法
瞳
系
、

い
わ
ば
官
人
機
構
の
維
持
を
一
つ
の
目
的
と
す
る
瞳

系
が
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た

罰
俸
と
い
う
慮
分
は
、

官
人
機
構
の
中
で
俸
旅
支
給
制
度
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
数
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ



た
。
唐
代
後
半
期
の
俸
職
制
度
は
、
貞
元
四
年
の
京
官
へ
の
俸
料
支
給
制
度
の
整
備
に
よ
っ
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
罰
俸
の
事
例
は
、
そ

れ
以
後
の
も
の
が
匿
倒
的
に
多
い
。
史
料
的
制
約
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
俸
旅
制
度
と
罰
俸
と
の
聞
に
密
接
な
関
連
が
存

在
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
昆
罰
は
、
宋
代
へ
と
縫
承
さ
れ
確
立
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
俸
様
支
給
制
度
と
の
関
連
の
中
で
、
さ

ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
罰
俸
制
度
を
中
心
に
唐
代
の
官
人
慮
罰
を
検
討
し
て
き
た
が
、
他
の
官
人
慮
罰
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
考
察
を
加
え
、
そ
の
全
瞳

像
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
俸
融
制
度
や
官
人
の
昇
進
遁
程
、
考
課
制
度
な
ど
も
、
こ
の
間
題
と
深
く
関
わ
っ
て
く
る
が
、
未

だ
明
ら
か
で
な
い
黙
は
多
い
。
そ
う
し
た
離
に
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
官
人
制
度
の
全
瞳
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し

n
-

、。

ゃ
れ
、
U
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註(

1

)

こ
の
時
期
の
官
制
に
つ
い
て
は
、
池
田
温
「
律
令
官
制
の
形
成
」

(
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』

5
・
一
九
七

Oγ
同
「
中
園
律
令
と
官

人
機
構
」
(
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
祉
曾
』
、
一
九
六
七
〉
に
概
観
さ

れ
て
い
る
。

(

2

)

滋
賀
秀
三
「
刑
罰
の
歴
史
|
東
洋
|
」
(
荘
子
邦
雄
等
編
『
刑
罰
の

理
論
と
現
寅
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
、
所
牧
)
。

(

3

)

滋
賀
『
誇
註
日
本
律
令
五
唐
律
疏
議
誇
註
篇
一
』
(
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
九
)
、
奥
村
郁
一
一
一
「
唐
律
の
刑
罰
」
(
『
法
皐
雑
誌
』
八
|
二
、

一
九
六
一
〉
、
戴
炎
輝
「
唐
律
に
お
け
る
除
菟
蛍
瞭
法
」
(
『
法
制
史
研

究
』
一
一
一
一
、
一
九
六
一
二
〉
な
ど
。

(
4
〉
『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
第
七
篠
及
び
第
八
篠
。

(
5
〉

同

一第
九
篠
。

〈6
〉
同
第
一

O
係。

(

7

)

同
第
一
七
僚
。

(

8

)

同
第
二
二
候
。

(

9

)

同
第
二
一
候
。

〈
叩
)
同
第
一
九
僚
。

〈
日
)
同
第
二
O
篠。

(
ロ
〉
同
第
一
一
一
係
。

(
日
)
後
奔
郎
中
、
守
開
陽
門
候
。
上
微
行
夜
還
、
湯
閉
門
不
納
、
更
従
中

東
門
入
。
明
旦
、
召
詣
太
官
賜
食
、
諸
門
候
皆
奪
俸
。
(
『
後
漢
書
』
停

二
七
・
桓
策
俸
・
李
賢
注
所
引
謝
承
『
後
漢
書
』
)
。

(
日
比
)
掬
・

2
5
整
・
誠
各
復
上
書
、
何
言
不
嘗
施
誠
術
、
整
言
不
蛍
復

棄
拘
術
、
震
洪
議
所
優
、
事
下
永
安
蓋
覆
賞
、
皆
不
如
何
・
誠
等
言
。

- 27ー
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劾
奏
護
欲
。
詔
書
報
、
何
・
誠
各
以
二
月
奉
殿
、
整
適
作
左
校
二
月
。

途
用
洪
等
、
施
行
誠
術
。

(『績
漢
書
』
律
暦
士
心
中
)
。

(
日
)
貌
武
一帝
明
罰
令
目
、
間
太
原
上
総
西
河
腐
門
、
冬
至
後
百
五
日
、
皆

紹
火
寒
食
、
云
魚
介
子
推
、
旦
北
方
在
家
之
地
、
老
少
蔵
弱
、
将
有
不

堪
之
息
、
令
到
、
人
不
得
寒
食
、
若
犯
者
、
家
長
字
放
刑
、
主
吏
百
日

刑
、
令
長
奪
一
月
俸
。
(
『義
文
類
褒
』
巻
四

・
歳
時
中

・
寒
食
)
。

(
日
)
『
耳
百
書
』
巻
六
九
・
劉
腕
停
、
『
貌
書
』
径
八

0
・
刑
罰
志
。

(
ロ
)
『
唐
曾
要
』
悠
二
四
・
朔
望
朝
多
。

(
凶
)
同
書

・
各
六
六
・
大
理
寺
。

(
四
)
『
大
唐
六
典
』
巻
九
・
中
書
令
で
は
敷
旨
に
つ
い
て
、
「
詣
百
司
承

旨
而
筏
定
式
、
奏
事
諾
施
行
者
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
中
村

裕
一
『
唐
代
制
教
研
究
』
(
汲
古
書
院
・
一
九
九
一
)
第
一
一
一
章
・
第
三

節
に
お
い
て
、
救
旨
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
初
)
こ
の
時
期
に
お
け
る
法
制
の
獲
化
や
法
典
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
宮

崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
絡
論
|
律
の
様
威
の
動

揺
|
、
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
二
四
加

・
一
九
五
四
、
の
ち
『
宮
崎
市
定

全
集
』
第
十
一
程
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
)
、
曾
我
部
静
雄
「
律
令

格
式
か
ら
救
令
格
式
へ
」
(『中
園
律
令
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
一
)
、
梅
原
郁
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
|
律
令
格
式
と
殺
令
格

式
」
(『中
園
近
世
の
法
制
と
祉
曾
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、

一
九
九
三
)
。

(
幻
)
『
加
府
元
総
』
径
一
五
三
・
帝
王
部
・
明
罰
門
、
元
和
十
二
年
(
八

一七)。

(
勾
)
行
篤
自
陸
は
殺
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
罰
則
ま
で

は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
お
)
『
庸
品
目
要
』
各
八
二
・
嘗
直
・
品
目
昌
四
年
(
八
四
四
)
一
一
一
月
の
候
。

(

M

)

と
も
に
『
加
府
元
飽
』
巻
六
九
九
・
牧
守
部
・

諮
譲
門
。

(
お
)
例
え
ば
、
一
柳
龍
散
頒
刑
部
格
残
巻

(p.
三
O
七
八
)
に
は
、
次
の

よ
う
な
候
文
が
あ
る
。

て
法
司
断
九
口
間
以
上
官
罪
、
皆
録
所
犯
紋
進
内
。
ー
ハ
以
下
略
)
|

(
m
m
)

註
(
却
)
宮
崎
論
文
な
ど
。

(
幻
〉
註
(
お
)
。

(
お
〉
諸
宿
衡
人
、
態
上
番
不
到
及
因
俵
而
謹
者
、
一
回
答
四
十
、
三
日
加

一
等
、
過
杖
一
百
、
五
日
加
一
等
、
罪
止
徒
二
年
。
(
『
唐
律
疏
議
』

衛
禁
律
・
第
一
八
篠
)
。

(
却
〉
天
費
六
年
(
七
四
七
)
四
月
八
日
教
節
文
、
其
贈
銅
如
情
願
納
銭
、

毎
勧
一
百
二
十
文
。
|
(
後
略

)
1
(『唐
舎
要
』
巻
四

0
・
定
賊
佑
)
。

(ω)
『
唐
曾
要
』
巻
九
一

・
内
外
官
料
銭
上
、
貞
元
二
年
の
保
。

(

M

U

)

穀
、
立
戟
官
中
大
夫

・
守
京
兆
ヂ
・
上
柱
図
・
臨
悩
豚
開
園
男
・
賜

紫
金
魚
袋
元
義
方
、
朝
議
大
夫

・
守
備
蓄
戸
部
侍
郎

・
剣
度
支
・
護

軍
・
賜
紫
金
魚
袋
虚
坦
、
立
戟
雌
令
式
所
者
、
似
有
闘
文
、
而
牽
閣
相

承
、
久
震
定
制
。
虚
坦

・
元
義
方
如
有
所
見
、
卸
令
上
関
、
造
次
而

行
、
殊
飛
審
恨
、
宜
各
罰
一
月
俸
料
、
其
戟
の
令
所
司
牧
納
。
左
司
郎

中
陸
則
、
勾
検
之
任
、
設
付
不
精
、
躍
部
員
外
郎
催
備
・
工
部
員
外
郎

元
結
等
、
或
以
躍
許
人
、
或
守
官
候
器
、
比
子
申
請
、
其
過
尤
甚
、
各

罰

一
季
俸
料
。
縁
兵
輿
以
来
、
勲
賞
超
越
、
其
所
立
戟
、
須
有
明
文
。

宜
令
所
司
准
審
制
、
待
官
階
勅
至
三
品
、
然
後
申
請
。
の
編
子
格
令
、

永
居
間
常
式
。
(
『
唐
大
詔
令
集
』
倉
一

O
九
・
政
事

・
禁
約
下
・
篠
貫

立
戟
救
)
。

〈

m
M
)

諸
達
人宝
石
、
答
五
十
、

- 28ー
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式
滅
一
等
。
(
『
唐
律
疏
議
』
雑
律
第
六
一
候
)
。

(
お
)
『
加
府
元
飽
』
巻
五

O
六
・
邦
計
部
・
俸
糠
門
二
・
貞
元
四
年
正
月

の
僚
な
ど
。

(
鈍
〉
関
元
二
十
四
年
制
に
つ
い
て
は
、
横
山
裕
男
「
唐
代
月
俸
制
の
成
立

に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
|
三
、

一
九
六
八
)
に
詳
し
い
。

(
お
〉
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
及
び
制
度
に
つ
い
て
は
『
加
府
一
元
亀
』
巻
五

O

六
・
邦
計
部
・
俸
板
門
二
、
『
唐
舎
要
』
各
九
一
・
内
外
官
料
銭
上
な

ど
参
照
。
ま
た
、
貞
元
四
年
制
に
つ
い
て
は
、
清
木
場
東
「
唐
代
俸
料

制
の
諸
原
則
」
(
『
東
方
皐
』
七
一
・
一
九
八
六
)
、
高
橋
徹
「
宋
初
寄

稿
郎
官
淵
源
考
」
(
『
陶
沫
集
』
七
・
一
九
九
二
)
な
ど
に
お
い
て
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
例
え
ば
、
『
燭
府
元
亀
』
袋
五

O
六
・
邦
計
部
・
俸
緑
門
二
・
大
麿

十
二
年
五
月
僚
の
中
書
門
下
の
奏
で
は
、
観
察
使
等
の
料
銭
に
劃
す
る

制
限
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
観
察
使
の
場
合

「
毎
月
除
刺
史
正
俸
料
外
、
毎
使
毎
月
請
給
一
百
貫
、
雑
給
准
時
債
不

得
過
五
十
貫
文
。
」
と
あ
り
、
か
な
り
高
額
の
料
銭
を
手
中
に
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

(
幻
〉
内
外
百
官
家
ロ
態
合
遁
迭
者
、
皆
給
人
力
・
草
牛
。
(
〔
註
〕
一
品

手
力
三
十
人
、
車
七
乗
、
馬
十
匹
、
櫨
四
頭
。
:
:
:
〉
(
『
大
唐
六
奥
』

巻
三
・
戸
部
郎
中
)
。

(
お
〉
手
力
資
課
は
、
安
史
の
鋭
以
後
、
俸
糠
関
係
の
史
料
に
頻
出
し
、
財

政
難
に
よ
り
料
銭
の
支
給
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
き
、
手
力
資
課
の
み

支
給
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

(
m
m

〉
例
え
ば
、
清
木
場
東
「
惰
麿
糠
俸
制
の
研
究
」

V
(『
産
業
経
済
研

究
』
二
七
l
三
・
一
九
八
六
〉
で
は
、
雨
税
法
時
代
の
線
制
を
論
じ
る

中
で
、
罰
俸
制
度
に
鯛
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

(
必
)
内
外
百
司
吏
属
、
有
公
罪
之
軽
者
、
皆
罰
直
入
官
、
毎
一
直
、
問
二

百
文
足
、
如
煩
銅
之
例
。
〈
趨
昇
『
朝
野
類
要
』
巻
四
・
法
令
・
罰

直)。

(
H
U
)

武
徳
九
年
九
月
八
日
、
吏
部
向
書

・
権
検
校
左
武
術
大
将
軍
長
孫
無

忌
被
召
、
不
解
侃
万
入
東
上
閤
門
。
倫
書
右
僕
射
封
徳
義
議
、
以
監
門

校
尉
不
受
合
死
、
無
忌
誤
帯
万
入
、
徒
二
年
、
罰
銅
二
十
斤
。
詔
従

之
。
大
理
少
卿
戴
胃
駁
目
、
校
尉
不
究
、
輿
無
思
帯
入
同
居
同
課
耳
。
臣

子
之
子
君
、
不
得
稽
誤
、
準
律
云
、
供
御
湯
奨
・
飲
食
・
舟
船
、
誤
不

如
法
者
、
皆
死
、
陛
下
若
銭
其
功
、
非
憲
司
所
決
、
若
蛍
接
法
、
罰
銅

来
信
周
得
表
。
(
『
唐
曾
要
』
袋
三
九
・

議
刑
軽
重
)

な
お
、
次
の
事
例
も
、
罰
銅
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。楊

朗
策
部
州
刺
史
、
元
和
十
五
年
、
坐
械
、
制
官
一
任
、
徴
十
斤

銅
。

(
『
加
府
元
亀
』
各
七

0
0
・
牧
守
部
・
貧
類
門
)
。

(
必
)
八
重
津
「
唐
代
官
人
の
販
を
め
ぐ
る
一
一
一
一
一
の
問
題
」
(
『法
と
政
治
』

一
八
|
二
、
一
九
六
七
)
、
辻
「
唐
代
疫
官
考
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都

六
一
二
、
一
九
九
一
)
。

(
川
町

)
p
.
三
O
七
八
。

(
H
H
)

同
右
。

(
必
)
南
宋
の
『
慶
元
保
法
事
類
』
各
七
五
・
刑
獄
門
・
編
配
流
役
・
名
例

教
に
は
、
遠
悪
州
に
つ
い
て
具
堕
的
な
川
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

諸
稽
逮
悪
州
者
、
謂
南
恩
・
新

・
循
・
梅
・
高
・
雷
・
化
・
賓

・

容
・
理
州

・
首円安

・
昌
化

・
吉
陽
軍
。

註
(
口
〉
。

- 29ー

(

必

)
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(
幻
)
『
加
府
元
飽
』
各
四
九
三

・
邦
計
部
・

山
津
門
。

(
必
)
『
崩
府
元
亀
』
倉
一
五
三
・
脅
王
部
・
明
罰
門
・
太
和
九
年
(
八
五

五)。

(
必
)
『
加
府
元
亀
』
径
五
九
六

・
掌
陸
部

・
謬
妄
門

・
元
和
十
五
年
(
八

二
O
V

(
印
)
『
奮
唐
書
』
巻
二
ハ
ニ・

李
傍
停。

(
日
)
李
頴
篤
鄭
州
刺
史
、
開
成
三
年
(
八
三
八
)
六
月
詔
回
、
鄭
州
中
牟

鯨
私
置
壇
場
、
度
俗
一
百
六
十
人
、
並
仰
勤
腕
色
役
。
其
刺
史
李
頴
罰

一
季
俸
料
、
掻
耐
腕
令
・
前
管
一
城
豚
令
叔
良
停
掻
官
、
の
殿
本
官
雨
選
。

(『加
府
元
飽
』
六
九
九

・
牧
守
部

・
諮
議
門
)
。

(
臼
)
賜
服
に
つ
い
て
は
『
遁
典
』
各
四

0
・
職
官
典
二
二
・
秩
ロ
四
五
な
ど

参
照
。

(
臼
〉
こ
れ
に
類
す
る
蕗
分
と
し
て
は
、
『
賢
治
通
鑑
』
巻
二
三
九
・
元
和

九
年
(
八
一
四
)
二
月
甲
午
僚
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

(
振
武
監
軍
)
賂
靭
寛
坐
縦
飢
者
、
杖
之
八
十、

奪
色
、
配
役
定

陵
。
(
〔
胡
註
〕
奪
色
者
、
奪
其
ロ
間
色
也
。
)

(
臼
)
考
課
制
度
に
関
す
る
論
考
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
根
本
誠
「
唐
代

の
勤
務
評
定
と
人
事
管
理
」

(
『
早
稲
田
大
皐
大
摩
院
文
皐
研
究
科
紀

要
』

二
-
一
九
六
五
)
、
大
庭
儲
「
建
中
元
年
朱
E
川
奏
授
告
身
と

唐
の
考
課
」
(
上
)
(
中
)
(
下
)
(
『
史
泉
』
一

一
・
一
一
一
・
一

八
、
一

九
五
八
・

一
九
六

O
)、
資
昼
間
連
「
唐
代
的
文
官
考
課
制
度
」
(
園
立

編
誇
館
主
編
・
中
園
唐
代
皐
舎
編
『
唐
代
研
究
論
集
』
第
一
一
輯
、
新
文

段
出
版
公
司
、
一
九
九
三
〉
。

(
日
)

『唐
令
拾
遺
』

三
四
四
ペ

ー
ジ。

(
出
)
『
大
唐
六
典
』
径
二
、
向
書
吏
部

・
考
功
郎
中
。

(
幻
)
同
右
。

(
日
)
同
右
。

〈
臼
)

『
加
府
元
亀
』
各
六
三
六
・

鐙
選
都

・
考
課
門
、
及
び
『
唐
舎
要
』

巻
八
二
・
考
下
。

(ω
〉
『
唐
舎
要
』
各
四
一

。

(
臼
)
註
(
凶
)
。

(
臼
〉
盗
及
然
官
駈
馬

一
疋
以
上
者
、
先
決
杖
一
百
、
配
流
嶺
南
、
不
得
官

嘗

・
願。

i
(中
略
)
|
所
由
宮
人
阿
縦
者
、
輿
下
考
。
受
財
求
者
、

准
盗
人
科
罪
。
(
一
柳
龍
散
頒
刑
部
格
残
響

p
.
三
O
七
八
、

s.
四

六
七
三
)

穀
、
孝
義
之
家
、
事
須
旋
表
|
(
中
略
〉
|
英
孝
義
之
人
如
中
間
有

撃
寅
乗
呉
、
不
依
格
文
者
、
随
事
摩
正
。
若
容
隠
不
言
、
或
検
覆
失

賞
、
並
妄
有
申
請
者
、
里
正

・
村
正

・
坊
正
及
同
検
人
等
各
決
杖
六

十、

所
由
官
輿
下
考
。
(
関
一
冗
戸
部
格
残
各

S
.
ご
ニ
四
四
)

〈
臼
)
『
唐
舎
要
』
品
位
九

0
・
閉
経
。

(
臼
〉
『
肪
府
元
勉
』
拳
一
五
一
二
、
-
帝
王
部
・
明
罰
門
・
元
和
九
年
六
月
庚

子附味。

(
臼
〉
捕
賊
官
と
は
、
司
法
措
蛍
の
鯨
尉
で
あ
ろ
う
。
豚
尉
に
つ
い
て
は
、

市
桝
波
護
「
唐
代
の
豚
尉
」
(
『
史
林
』
五
七
|
四
・
一
九
七
四
、
の
ち

『
唐
代
政
治
社
曾
史
研
究
』
同
朋
合
、

一
九
八
六
、
所
枚
)
。

(
侃
)
例
え
ば
、
『
大
唐
新
語
』
巻
七
・
容
恕
に

盛
承
慶
篤
吏
部
向
書
、
線
章
初
、
校
内
外
官
考
。
有

一
官
督
運
、
遺

風
失
米
、
承
慶
魚
之
考
回
、
監
運
損
糧
、
考
中
下
、
其
人
容
止
自

若
、
無
一
言
而
退
。
承
慶
重
其
碓
量
、
改
注
目
、
非
力
所
及
、
考
中

中
。
既
無
喜
容
、
亦
無
惚
詞
、
叉
改
回
、
寵
辱
不
驚
、
考
中
上
。

衆

- 30-



推
承
慶
之
弘
恕
。

と
あ
る
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

(
町
〉
例
え
ば

な
ど傘凡
。四朝

.晩
百入
官 ・
志失
ー儀

御
史
録
名
奪
俸

奪
奏
頭

407 

(
『
新
唐
書
』

- 31-
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出
典
凡
例

主t

象

奮
日
奮
唐
書
、
新
日
新
唐
書
、
加
一
朋
府
元
勉
、
食
日

唐
舎
要

典

- 32-

表
1 

唐
代
罰
俸
規
定
一
覧
表
(
奪
稼
等
を
含
む
)

西
暦

先
天
一

開
元
二
五

天
賓
九

天
資
三

大

暦

七

貞
元
国

貞
元
三

元
和
二

元
和
二

元
和
国

元
和
中

長
慶
元

長
慶
二

太
和
元

太
和
人

開
成
末

大
中
六

年

俸

罰

→= 

朝
参
の
際
の
服
装
違
反

。

理

由

な

く

扶

席

朝
参
の
際
の
服
装
違
反

決
杖
の
際
の
判
司
豚
令
の
犯
に
封
す
る
郡
太
守

朝
参
の
依
席
者
二
人
以
上
の
場
合
、
本
司
官
長

一
司
中
、
朝
参
の
鉄
席
者
三
人
以
上
の
と
き
長
官
、
及
び
月
に
三
度
以
上
鉄
席

し
た
場
合

朝
参
の
遅
刻
・
鉄
席
・
班
列
失
儀

大
理
寺
へ
の
文
牒
稽
遅
に
闘
し
諸
司
使
の
本
推
官

四
品
以
下
の
官
が
休
暇
明
け
に
例
に
違
い
正
街
に
出
勤

外
命
婦
の
皇
太
后
朝
謁
に
違
反
の
あ
っ
た
場
合
そ
の
夫
・
子

常
参
宮
の
朝
参
の
際
の
違
反
行
篤

諸
道
の
券
這
濫
給
に
封
し
て
州
府
の
長
官

節
度
観
察
判
官
、
司
録
銀
事
参
軍
が
私
盟
を
観
察
し
、
一
石
以
上
漏
れ
が
あ
っ

た
と
き

爾
税
外
の
差
役
這
援
に
閲
し
て
刺
史

問
祭
の
際
粛
宮
を
出
た
者

朝
参
紋
席

常
車
争
点
目
で
事
故
俵
請
求
の
多
い
者

所
管
内
で
私
堕
が
月
に
二
度
あ
っ
た
場
合
刺
史
に
封
し
て

月
に
十
度
あ
っ
た
場
合
観
察
判
官

考
課
の
際
の
升
降
輿
奪
の
申
請
が
正
し
く
な
か
っ
た
場
合
播
首
官

七
三
七

七
五
(
)

七一息四
七
七
ニ

七
人八人()五

人

O
七

人

O
七

人

O
九

6，ノ、ノL ノL

E モ 三 二

ノに
ヨ豆

庭

奪
一
月
俸

奪
一
季
緑

奪
一
月
俸

奪
一
季
職

奪
三
今
旅

罰
一
月
手
力
資
銭

奪
一
月
俸

奪
一
季
俸
料

奪
一
月
俸

奪
一
月
俸

奪
一
月
俸

奪
一
季
俸
職

罰

課

料

罰
一
季
俸
料

罰
一
月
俸

料
銭
毎
貫
罰
二
十
五
文

奪
一
月
俸

罰

俸

罰

謀

料

奪
俸
旅
一
季

分

出
曾
[I];! 

曾
ニ
田

舎四一
曾
ニ
四

舎
[I];! 

舎
三
(

曾
八ニ

奮一回
奮
一回
・
曾
一回

曾
六一

新
王
国

奮

四

人・

m前
四
九
三
一
・
舎

人

〈

曾ニ
Z

一

奮
一
七
上
・
知
六

舎人
二

新
吾

舎
人
で
所
六
一
宍



表
2 

唐
代
被
罰
俸
者
一
覧
表
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察
南

部司 部 西 東 中 ナト|ナト| 子
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南 観 σコ 侍兆 観 御 監 3包作 兆
外郎侍 察

七
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郎中郎手 司 ヲ子 使
束U

史手 使史 史 簿 ヲ壬 監 丞 令ヲ子 史史

一一 爾- 爾一
季 月 季 月 月 ワ 月月 季月 季 月 ワワ 月 月月 季 額

監 βP 、

書篤 安最令を 度震源節 令長高
書市Ij

御量傍舎火 子量園生
廟4司ts、~ 奉人 菜 上

任督責
の 奏

違
非其人

販責禁止

の
U、 。違 お 際
立

行矯つ
~t の

戟
杖決

の る
j序を|頂

停止 違制「
災

非麓 理 l

し を の よ
死 雪奏量 責任 り

違えな
賦撞

の
民をせ

質察せ 奏せ問
せ

任責
る

る ず
窮困

由連 ずず せ
坐 し

め
る

曾 官丹奮 f支骨王 奮 奮 新 丹骨

骨プブプ骨L L て 舎EZE E 
加 奮 奮 古書
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新
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尽

章太常少卿知

侍 監太 裏 監 j可 蓋 宗陵陵 牽 都 j可 j可 園 江 i胡 尽 工

察常
陽 察 中 州、| 南 子 南南 部

兆 f却 観 観 正 中 観 兆 員
御博

察 御 察
館事知
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一季 季雨 一 一季 季雨一
月 月 月 月 季月 月 月 月 季 月 季 月 月 月 季 季

縦 選
侍右常

c刀士て・

!メ採μ 〉、
{越宗需 使銭物

陵
奉人

賊

幕襲陵
殺 f其 重

貢献
府

土 正 墓 の
銭軍を

陽 政

不賓
卯日 人 火

非其 墓陵
j童 皇官 苛刻

獄 の の 事 の用 災 ¥t、 の
少欠あ入 過 カf 行し の 人 侵 観察 撞 で 宴

失閤
失 {章l条 篤の 奏聞 任責

犯 封す 用 き
使 ず 席依 り

儀 封す 勘覆 せず 封す
る の

の 違
鉦備防

も

責任
る つ備不

る と

責任 責任
ノ¥
吾EK日2 

る

新 奮 珊
骨三ププ骨三Lて 奮一2ーヒ一王

奮 所 加 冊 曾 丹丹
加フプブ・LL て

奮 所 新 所 新
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太和 和太 // // 
賓

'" 慶長φ 今 暦 '" 
φ 

'" 
円シ '" フE フE フじ

ノ、、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、

'" '" 
点シ 。

P、 →= ぺ= フ‘て ヨE

楊丁鄭 劉李襲 李 鄭崖 星空 李 衛 霊4I馬楊 韓 貌令烏 斐 李 哀

嗣公 逢 フじ 光 中 遵 同司 義孤重

復著網 軒虞夷 吉 復略 備 現 fy 古 宿復 唾社 通楚脅 Z蔓 4翁 滋

吏部 工部侍E知章E 部吏

集直右

南書度使山東

水戸 江 右 園 京

最郎知毎諾日リ 富郎知制諾

圏 フE 金 尽 裏

賢 部部 西 賛
子

の
ナト| ナ1'1子 貌

侍向
史拾 員 観 善 兆

ナトl J包観
イ参 外侍 察 大 祭 祭

束リ
束リ

察

郎書 撰館遺 Jì~ Jì~ 使 夫 酒 ヲ子 酒 史 史 ヲ子 使

雨て了 一 五 一爾月 爾月 一
月 季 月 ワ 箇 季 月 季 季 月 季 ワ 月

月

吏鐙
臣官者を

罪人 本典 本典 ぷ市τλョリ官ロをロロ

話警高
取調 共

太霊驚
刺史 上 謹

李洪
供

の を のの
欽I酉

で カf を
--'- か

賊を 賊に 違 殴
行き あ

候限自
奏 設

ノ、
十

見送 く u、
傷員り

し τコ

絵官
ま

欺隠 封す

僧最害
過 た 際 時fこ し

り つ 撞 ぎ 者 し
、

が
、

る さ 用 の て
違つ 事後上進資

共
せ

主格メ下~ 鉦許

宿泊
る
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PUNISHMENT OF OFFICIALS DURING

　　　　　　　　　

THE TANG DYNASTY

―With Particular Regard to Confiscation of Salary―

Matsuura Norihiro

　　

In the period from the end of the seventh to the early-eighth century

in China, legal institutions were consolidated, and within this complication

of laws and legal precedents the positions　of officials were defined and

delineated.

　

In

　

this

　

paper, I examine the question　of　punishment of

officials｡

　　

Punishment of officials was, ０ｎthe whole, delineated by legal statutes.

However, the application of these statutes was not specified in the legal

code. This situation was due to the rapid change and development in this

period of bureaucratic institutions, especially legal institutions. Within the

evolution of the legal structure, categories of officials were definitively

established and set forth. In this study, l eχamine in particular confiscation

of salary as ａ form of punishment applied to court officials.

THE COMMERCIAL LANDHOLDER ECONOMY (DISHANG

　　　

JINGJI地商経済）ＩＮINNER MONGOLIA DURING

　　　　　　　　　　　　

THE QING PERIOD

　　　　　　　　　　　　

Tetsuyama Hiroshi

　　

From the period of the latterhalf of the nineteenth to the beginning of

the twentieth century, a highly commercialized agriculturalsystem called

Dishang Jingii was developed in Houtao 後套district in Inner Mongolia.

This system entailed private cultivation by Chinese merchants who were

grouped in an internal colony.　These merchants produced commercial

grain via the cultivation of creeks to provide surplus value.　That is to

say, the Dishang Jingji system of production combined agriculture with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


