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�
鮮
時
代
に
お
け
る
三
司
の
言
論
と
官
人
の
處
罰

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

風
聞
・
�
+
・
處
置

二

批
答
と
	
字

三

官
人
の
處
罰

四

解
罰
と
敍
用

お
わ
り
に

は

じ

め

に

�
鮮
時
代

(一
三
九
二
～
一
九
一
〇
)

に
は
專
制
君


權
力
の
發
動
に
よ
る
知
識
人
の
彈
壓
が
た
び
た
び
起
こ
り
︑
こ
れ
ら
は
總
じ
て
﹁
十
二

�
禍(

1
)

﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

首
陽
大
君

(後
の
世
祖
)

が
政
敵
の
金
宗
瑞
ら
を
謀
殺
し
た
癸
酉
士
禍

(一
四
五
三
)
︑
そ
の
あ
と
�
位
に
�
い
�
ま
れ
た
魯
山
君

(端
宗
)

の

復
位
を
圖
っ
て
﹁
死
六
臣
﹂
ら
が
肅
淸
さ
れ
た
丙
子
士
禍

(一
四
五
六
)
︑
さ
ら
に
は
﹁
勳
舊
�
﹂
の


�
す
る
政
治
風
土
を
變
革
し
て
﹁
堯
舜

の
至
治
﹂
を
實
現
し
よ
う
と
し
た
趙
光
祖
ら
を
︑
そ
の
志
�
ば
に
し
て
﹁
�
黨
﹂
の
罪
に
陷
れ
た
己
卯
士
禍

(一
五
一
九
)

な
ど
︑
一
連
の

1



﹁
士
禍
﹂
に
斃
れ
た
知
識
人
た
ち
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
士
林
�
﹂
が
政
局
を
掌
握
し
た
宣
祖
�

以
影
に
順
�
そ
の
名
譽
を
回
復
さ
れ
︑
後
世
に
お
い
て
ま
す
ま
す
そ
の
﹁
神
格
�
﹂
が
�

め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
東
西
分
黨
の
發
端
と
な
っ
た
乙
亥
黨
論

(一
五
七
五
)

以
影
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
士
林
�
﹂
の
勢
力
は
﹁
西
人
﹂
と
﹁
東
人
﹂
に
分
裂
し
︑
東
人
が
政
權
を
掌
握
す
る
と
そ

の
勢
力
は
﹁
北
人
﹂
と
﹁
南
人
﹂
に
︑
西
人
が
政
權
を
掌
握
す
る
と
そ
の
勢
力
は
﹁
老
論
﹂

と
﹁
少
論
﹂
に
分
裂
し
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
老
少
南
北
﹂
の
︑﹁
四
色
﹂
黨
�
の
抗
爭
の
時
代

の
幕
開
け
で
あ
る
︒

知
識
人
の
輿
論
が
分
裂
し
た
こ
と
に
�
い
︑
己
丑
・
®
汝
立
の
獄

(一
五
八
九
)

以
影
の

一
連
の
事
件
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
不
當
な
彈
壓

(士
禍
)

で
あ
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
正
當

な
處
罰

(討
�
)

で
あ
る
の
か
の
線
引
き
が
搖
ら
ぎ
︑
い
わ
ゆ
る
四
色
黨
�

(老
少
南
北
)

の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
歷
�
に
對
す
る
 
價
が
極
端
に
衣
な
っ
て
く
る
︒
こ
の
た
め
�
廷

に
お
け
る
政
策
や
人
事
を
め
ぐ
っ
て
︑
�
鮮
後
!
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
政
爭
が
頻
發
し

た
が
︑
そ
れ
ら
は
基
本
"
に
は
﹁
言
論
﹂
に
よ
る
攻
防
で
あ
り
︑
そ
の
言
論
を


�
し
た

の
は
﹁
三
司
﹂
に
據
點
を
お
く
當
代
一
液
の
儒
敎
知
識
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒

官
紀
の
肅
正
を
掌
る
司
憲
府
と
︑
國
王
へ
の
諫
諍
を
掌
る
司
諫
院
を
︑
%
せ
て
﹁
臺
諫
﹂

ま
た
は
﹁
兩
司
﹂
と
い
い
︑
こ
れ
に
國
王
の
�
藝
の
&
問
に
應
じ
る
弘
�
館
を
加
え
て

﹁
三
司
﹂
と
い
う

(
表
一
)
︒
三
司
は
當
代
の
知
識
人
の
輿
論

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
公
論
｣
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表一 三司

官 品 司憲府 司諫院 弘�館 (玉堂)

從二品 大司憲 (從二品，一員)

正三品 大司諫 (正三品，一員)
副提學 (正三品，一員)
直提學 (正三品，一員)

從三品 執義 (從三品，一員) 司諫 (從三品，一員) 典ö (從三品，一員)

正四品 掌令 (正四品，二員) 應敎 (正四品，一員)

從四品 副應敎 (從四品，一員)

正五品 持* (正五品，二員) 獻+ (正五品，一員) 校理 (正五品，二員)

從五品 副校理 (從五品，二員)

正六品 正言 (正六品，二員) 修ý (正六品，二員)

從六品 副修ý (從六品，二員)



︱
︱

を
代
表
す
る
機
關
で
あ
り
︑
國
王
と
い
え
ど
も
︑
こ
の
三
司
の
言
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
�
鮮
時
代
の
政
治
は
︑
い

わ
ば
國
王
の
絕
對
權
力
と
︑
こ
の
﹁
三
司
﹂
に
代
表
さ
れ
る
儒
敎
知
識
人
の
﹁
公
論
﹂
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(2

)

︒

官
紀
の
肅
正
を
掌
る
司
憲
府
は
﹁
風
聞
﹂
に
よ
っ
て
官
.
を
彈
云
す
る
特
權
を
も
ち
︑
特
に
大
臣
を
彈
云
す
る
場
合
に
は
﹁
兩
司
﹂
が
合
	

し
て
言
論
攻
擊
を
展
開
し
た
が
︑
こ
の
種
の
彈
云
を
0
け
た
官
人
は
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
�
+
﹂
と
稱
し
て
出
仕
を
ひ
か
え
︑
國
王
に
そ
の
�
�
を

一
任
す
る
︒
國
王
の
方
で
は
﹁
三
司
﹂
の
﹁
公
論
﹂
を
勘
案
し
つ
つ
︑
當
該
の
官
人
に
對
す
る
何
ら
か
の
處
分
を
下
す
が
︑
そ
の
處
分
に
は
1

決
と
し
て
の
確
定
力
が
な
く
︑
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
政
局
の
變
�
に
應
じ
て
隨
時
に
變
2
さ
れ
︑
加
重
さ
れ
た
り
減
免
さ
れ
た
り
を
繰
り
4

し
た
︒

從
來
︑
こ
の
種
の
黨
爭
に
關
す
る
政
治
�
"
な
硏
究
成
果
は
少
な
く
な
い
が
︑
先
行
硏
究
に
お
い
て
は
官
人
に
對
す
る
一
連
の
7
戒
處
分
の

體
系
と
︑
8
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
と
の
關
係
が
"
確
に
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
𠛬
罰
制
度
9
般
に
つ
い
て
も
槪
し
て
實
態
"
な
考
察
の
不
閏
分
な
も

の
が
多
い(

3
)

︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
こ
の
種
の
處
分
の
體
系
を
︑
8
律
に
基
づ
く
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
と
對
比
し
な
が
ら
具
體
"
に
描
出
し
て
い
き

た
い
︒
ま
ず
第
一
;
で
は
三
司
の
言
論
活
動
を
槪
觀
し
︑
第
二
;
で
は
そ
れ
に
對
す
る
國
王
の
對
應
方
式
を
整
理
す
る
︒
そ
し
て
第
三
;
で
官

人
に
對
す
る
處
罰
の
體
系
を
示
し
︑
第
四
;
で
は
處
罰
の
解
除
に
よ
る
官
人
た
ち
の
名
譽
回
復
の
過
<
を
た
ど
る
︒
な
お
︑
官
人
に
對
す
る
處

罰
の
な
か
に
は
︑
當
然
︑﹁
律
﹂
の
規
定
に
基
づ
く
=
常
の
𠛬
罰

(五
𠛬
)

も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
>
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る
の
で
省
略
す
る(

4
)

︒

𠛬

(五
𠛬
)

に
せ
よ
︑
罰

(
7
戒
)

に
せ
よ
︑
形
式
上
︑
す
べ
て
は
絕
對
權
力
と
し
て
の
國
王
の
?
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
︒
官
人
の
處

罰
を
め
ぐ
る
君
臣
閒
の
驅
け
引
き
と
︑
そ
れ
を
軸
に
展
開
し
て
い
っ
た
A
世
�
鮮
時
代
の
政
治
�
の
特
質
と
を
︑
で
き
る
だ
け
具
體
"
な
事
例

に
卽
し
て
8
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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一

風
聞
・
�
+
・
處
置

李
重
煥

(一
六
九
〇
～
一
七
五
二
)

の
﹃
擇
里
志(5

)

﹄
卜
居
・
人
心
の
條
に
︑
�
鮮
時
代
の
政
治
�
�
を
論
じ
て
�
の
よ
う
に
言
う
︒

蓋
し
我
が
國
の
官
制
は
︑
上
世
に
衣
な
れ
り
︒
三
公
・
六
卿
を
置
き
て
諸
司
を
董
F
す
と
い
え
ど
も
︑
し
か
も
重
き
を
臺
閣
に
歸
し
︑
風﹅

聞﹅

・
�﹅

+﹅

・
處﹅

置﹅

の
規
を
設
け
て
︑
專
ら
議
論
を
以
て
政
を
爲
す(6

)

︒

こ
こ
で
李
重
煥
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
︑
�
鮮
時
代
に
お
け
る
﹁
臺
閣
﹂︑
す
な
わ
ち
司
憲
府
・
司
諫
院
の
﹁
議
論
﹂
を
中
心
と
す
る
政
治
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
公
論
﹂
に
よ
る
政
治
の
あ
り
方
に
他
な
ら
な
い
︒
李
重
煥
は
政
治
に
﹁
公
論
﹂
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
制
度
・
慣
H
と
し
て
︑

﹁
風
聞
・
�
+
・
處
置
﹂
の
三
つ
を
擧
げ
て
い
る
︒
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
鯵
單
に
說
8
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

(
1
)
風
聞

『擇
里
志
﹄
に
い
う
﹁
風
聞
﹂
の
規
と
は
︑
風
聞
に
よ
る
彈
云
︑
つ
ま
り
8
確
な
證
據
や
證
言
の
提
示
な
し
に
︑
聞
き
傳
え
に
よ
っ
て
官
.

の
不
正
を
彈
云
す
る
こ
と
を
言
う
︒
中
國
で
は
古
く
か
ら
御
�
に
よ
る
﹁
風
聞
論
事
﹂
が
許
さ
れ
て
い
た
が

(﹃
容
齋
隨
筆
﹄
四
筆
︑
卷
十
一
︑
御

�
風
聞
)

(
7
)

︑
そ
の
點
は
A
世
の
�
鮮
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
り
︑
K
宋
の
﹁
御
�
臺
﹂
に
相
當
す
る
�
鮮
の
﹁
司
憲
府
﹂
に
お
い
て
も
﹁
風
聞
﹂

に
よ
る
官
.
の
彈
云
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
各
種
の
�
料
を
L
M
し
た
︻
事
例
︼
を
=
し
て
そ
の
具
體
相
を
檢
討
し
よ
う
︒

東 方 學 報
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【事
例
1
︼
司
憲
府
が
陽
城
縣
監
・
朴
懋
の
﹁
貪
鄙
﹂
を
彈
云
し
て
﹁
罷
職
﹂
を
求
め
た
た
め
︑
王
が
さ
ら
に
具
體
"
な
說
8
を
求
め
た

と
こ
ろ
︑
司
憲
府
で
は
﹁
こ
れ
と
い
っ
て
具
體
"
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
守
令
と
し
て
赴
任
し
た
先
々
で
苛
斂
誅
求
を
事
と

し
て
お
り
︑
物
議
が
沸
Q
し
て
い
る
の
で
彈
云
に
至
っ
た
﹂
と
回
答
し
た
︒
(﹃
宣
祖
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
宣
祖
十
六
年
閏
二
S
丙
子
條

(8
)

)

こ
の
よ
う
に
司
憲
府
の
彈
云
で
は
︑
必
ず
し
も
證
據
や
證
人
を
8
示
す
る
必
L
は
な
く
︑
假
に
證
據
や
證
人
が
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
を
伏
せ
て

彈
云
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
彈
云
が
正
當
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
場
合
︑
國
王
は
改
め
て
正
式
に
取
り
T
べ
を
命
じ

る
か
︑
も
し
く
は
自
ら
の
1
斷
に
よ
っ
て
直
ち
に
必
L
な
處
分
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒

六
品
以
上
の
員
は
︑
犯
す
U
の
罪
狀
を
ば
准
備
推
考
し
︑
罪
狀
の
輕
重
を
以
て

(1
)
杖
以
上
の
罪
は
︑
申
聞
し
て
︑
謝
牒
を
收
め
て
鞫

問
せ
よ
︒
(2
)
笞
罪
は
職
牒
を
收
む
る
を
許
さ
ず
︑
公
緘
を
以
て
辜
狀
を
問
備
し
︑
緣
由
を
具
錄
し
て
︑
使
司

(
都
 
議
使
司
)

に
X
し

て
量
罪
し
︑
Y
軍
に
移
�
し
て
決
笞
Z
任
せ
し
め
よ
︒
(﹃
太
祖
實
錄
﹄
卷
十
二
︑
太
祖
六
年
九
S
己
巳
條
︱
︱
�
;
番
號
は
引
用
者

(9
)

)

右
の
﹃
實
錄
﹄
の
記
事
に
見
ら
れ
る
と
お
り
︑
六
品
以
上
の
官
人

(い
わ
ゆ
る
﹁
參
上
﹂
)

の
罪
は
︑
司
憲
府
の
豫
備
"
な
審
問
を
踏
ま
え
て
︑

そ
れ
が
﹁
杖
以
上
﹂
に
相
當
す
る
場
合
は
王
に
申
聞
し
て
謝
牒

(
吿
身
)

を
沒
收
し
て
鞫
問
す
る
と
い
う
正
式
の
裁
1
手
續
き
に
入
る
が
︑

﹁
笞
罪
﹂
の
場
合
は
そ
れ
を
省
略
し
︑
公
緘

(書
面
)

に
よ
る
事
]
聽
取

(問
備
)

に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
𠛬
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

こ
れ
を
�
に
い
う
と
︑
官
人
の
﹁
笞
﹂
以
下
の
輕
罪
に
つ
い
て
は
︑
司
憲
府
は
王
命
を
俟
た
ず
に
自
由
に
豫
備
"
な
審
問

(問
備
︑
推
考
)

を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
特
權
に
も
と
づ
き
︑
司
憲
府
は
官
人
に
對
し
て
﹁
公
緘
﹂
に
よ
る
取
り
T
べ
を
行
い
︑
そ

れ
が
﹁
杖
以
上
﹂
の
罪
に
相
當
す
る
と
確
信
し
た
段
階
で
︑
は
じ
め
て
國
王
へ
の
﹁
彈
云
﹂
に
踏
み
切
る
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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も
っ
と
も
︑﹁
風
聞
﹂
に
よ
る
彈
云
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
り
︑
特
に
地
方
官

(守
令
)

を
彈
云
す
る
こ
と
は
︑﹁
貪
汚
・
_
民
﹂
の
吿
發
以

外
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た(10

)

︒
し
か
し
︑

大
臣
の
不
法
︑
守
令
の
貪
汚
・
_
民
︑
`
女
の
失
行
︑
人
子
の
不
孝
︑
疎
a
正
妻
の
如
き
︑
あ
ら
ゆ
る
綱﹅

常﹅

に
關
係
し
︑
風﹅

俗﹅

︹
を
汚
染

す
る
︺
等
の
事

(﹃
睿
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
睿
宗
元
年
閏
二
S
丙
寅
條

(11
)

)

に
つ
い
て
は
︑
司
憲
府
か
ら
﹁
聞
見
す
る
U
に
隨
い
て
︑
た
だ
ち
に
推
云
を
加
え
︑
も
し
そ
れ
]
を
得
れ
ば
︑
	
聞
し
て
科
罪(12

)

﹂
す
る
こ
と
︑

す
な
わ
ち
﹁
風
聞
﹂
に
よ
っ
て
彈
云
す
る
こ
と
が
︑
む
し
ろ
積
極
"
に
奬
勵
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
︒

彈
云
に
際
し
て
は
︑
ま
ず
司
憲
府
か
ら
被
疑
者
に
﹁
公
緘
﹂
と
よ
ば
れ
る
質
問
狀
を
b
り
︑
そ
の
回
答
內
容
を
踏
ま
え
て
彈
云
を
行
う
こ
と

が
一
般
"
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
公
緘
﹂
に
よ
る
事
d
の
取
り
T
べ
を
﹁
公
緘
推
考
﹂
と
い
い
︑
略
し
て
﹁
緘
推
﹂
と
も
い
う
︒﹁
公
緘
﹂
に
よ
る

取
り
T
べ
を
行
う
こ
と
は
︑
司
憲
府
の
固
e
の
特
權
で
あ
っ
て
︑
對
象
者
が
﹁
三
公
﹂
等
の
正
一
品
官

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
大
臣
｣
︱
︱

で
な

け
れ
ば
︑
取
り
T
べ
に
際
し
て
事
d
に
國
王
の
許
可
を
求
め
る
必
L
も
な
い(13

)

︒

【事
例
2
︼
f
宣
傳
官
の
朴
良
は
朴
永
�
の
後
妻
の
子
で
あ
る
が
︑
こ
の
後
妻
は
黃
孝
源
の
妾
の
子
︒
つ
ま
り
︑
朴
良
は
﹁
庶
賤
﹂
の
血

を
引
い
て
い
る
の
で
︑
本
來
︑
東
西
班
の
職
を
h
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
兵
曹
が
彼
を
﹁
f
宣
傳
官
﹂
に
任
命
し

た
の
は
︑
必
ず
や
]
實
に
よ
る
人
事
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
1
書
﹂
以
下
の
官
人
に
つ
い
て
は
司
憲
府
か
ら
﹁
公
緘
﹂
を
b
っ
て
推

問
す
る
が
︑
大
臣
で
あ
る
﹁
f
1
書
﹂
に
對
し
て
は
王
の
許
可
を
待
っ
て
推
問
し
た
い
と
の
由
を
司
憲
府
が
上
	
し
た
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷

二
︑
中
宗
二
年
閏
正
S
庚
戌
條

(
14
)

)

東 方 學 報
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【事
例
3
︼
國
王
の
南
別
宮
へ
の
行
幸
に
際
し
︑
百
官
が
下
馬
・
班
立
︹
し
て
王
を
j
b
し
︑
儀
式
が
k
わ
っ
て
︺
そ
の
場
を
�
こ
う
と

し
た
と
こ
ろ
で
︑
定
l
君

(宣
祖
の
庶
子
で
︑
仁
祖
の
父
︒
後
に
�
m
し
て
�
號
を
元
宗
と
い
う
)

の
從
者
が
左
議
政
金
應
南
の
從
者
と
n
を
爭

い
︑
亂
闘
と
な
っ
た
が
︑
定
l
君
は
宮
奴
の
橫
暴
を
放
任
し
て
取
り
閲
ま
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
司
憲
府
持
*
の
南
以
信
が

定
l
君
の
﹁
推
考
﹂
を
L
p
し
た
︒
(﹃
宣
祖
實
錄
﹄
卷
八
十
九
︑
宣
祖
三
十
年
六
S
丁
丑
條

(15
)

)

右
の
二
例
で
は
取
り
T
べ
の
對
象
者
が
﹁
大
臣
﹂
や
﹁
王
子
﹂
で
あ
る
た
め
︑
事
d
に
國
王
の
許
可
を
求
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
場
合

は
司
憲
府
か
ら
直
ち
に
﹁
公
緘
﹂
を
b
っ
て
取
り
T
べ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
﹁
公
緘
﹂
に
よ
る
取
り
T
べ
を
=
し
て
﹁
風

聞
﹂
の
事
實
を
檢
證
し
︑
そ
の
う
え
で
國
王
に
彈
云
し
て
必
L
な
處
分
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
司
憲
府
で
は
﹁
風
聞
﹂
に
よ
る
彈
云
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
對
象
者
が
﹁
大
臣
﹂
で
あ
る
場
合
は
お
い
そ
れ

と
は
彈
云
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
大
臣
﹂
を
彈
云
す
る
等
の
重
大
案
件
の
場
合
は
︑
司
憲
府
・
司
諫
院
の
兩
機
關

(臺
諫
︑
兩
司
)

が
連
名
し
て
彈
云
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒

こ
の
場
合
︑
臺
諫
は
事
d
に
ソ
ウ
ル
の
﹁
中
學
﹂
に
會
同
し
て
?
見
を
T
整
し
︑
議
論
の
歸
一
を
俟
っ
て
彈
云
に
踏
み
切
る
こ
と
が
慣
例
と

な
っ
て
い
る(

16
)

︒﹁
中
學
﹂
は
い
わ
ゆ
る
﹁
四
學
﹂
の
一
つ
で
︑
ソ
ウ
ル
の
北
部
・
觀
光
坊
に
立
て
ら
れ
た
官
立
の
學
校
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
中
學
﹂

の
會
合
に
お
け
る
司
憲
府
・
司
諫
院
の
合
致
し
た
議
論
は
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
�
廷
の
公
議(17

)

﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒

(
2
)
�
�

兩
司
の
﹁
公
論
﹂
に
よ
る
指
彈
に
さ
ら
さ
れ
た
官
人
た
ち
︑
特
に
時
原
任
の
﹁
大
臣
｣
︱
︱
領
議
政
・
左
議
政
・
右
議
政
な
ど
の
時
任
・

原
任
の
正
一
品
官
︱
︱

は
︑
た
と
え
そ
れ
が
事
實
無
根
の
彈
云
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
よ
う
な
指
彈
を
0
け
た
こ
と
そ
れ
自
體
を
不
德
の
致
す

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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と
こ
ろ
と
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
�
+
﹂
の
ポ
ー
ズ
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
�
に
︑
彈
云
す
る
側
の
臺
諫
た
ち
も
︑
攻
擊
を
0
け
た
者
か

ら
の
反
對
攻
擊
に
s
っ
て
自
ら
が
釋
8
す
る
立
場
に
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
場
合
︑
官
人
た
る
者
は

ち
ょ
っ
と
し
た
批
1
や
l
ま
わ
し
の
當
て
擦
り
を
0
け
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
︑
い
ち
い
ち
﹁
�
+
﹂
を
名
目
と
し
て
出
仕
を
差
し
t
え
︑

な
い
し
は
辭
表
を
提
出
す
る
と
い
う
の
が
︑
當
時
の
�
廷
に
お
け
る
日
常
茶
飯
の
光
景
で
あ
っ
た
︒

【事
例
4
︼
司
憲
府
持
*
の
朴
n
弘
は
︑
匠
人
の
�
v
に
應
じ
な
か
っ
た
長
興
庫
の
庫
.
に
笞
𠛬
を
加
え
た
が
︑
た
ま
た
ま
そ
の
日
は
禁

𠛬
日
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
�
に
長
興
庫
使
の
金
涉
か
ら
司
諫
院
獻
+
の
韓
皐
を
介
し
て
苦
言
を
0
け
た
︒
こ
の
た
め
朴
n
弘
は
﹁
�
+
﹂

し
て
出
仕
を
t
え
た
︒
(﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
太
宗
三
年
四
S
丙
寅
條

(18
)

)

こ
の
よ
う
に
官
人
が
﹁
�
+
﹂
の
?
思
を
表
8
す
る
と
︑
U
屬
す
る
官
廳
の
ほ
う
か
ら
國
王
に
事
]
を
報
吿
し
て
國
王
に
何
ら
か
の
處
分
を

L
p
す
る
︒
ま
た
官
人
の
ほ
う
で
自
ら
辭
表
を
提
出
す
る
場
合
も
あ
る
が
︑
こ
の
種
の
辭
職
願
に
對
し
て
は
︑
國
王
は
一
般
に
﹁
辭
す
る
勿
れ

(勿
辭
)
﹂
と
の
批
答
を
下
し
︑
ひ
と
ま
ず
慰
留
す
る
こ
と
が
=
例
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
復
職
す
る
わ
け
に
も
い
か
な

い
の
で
︑
官
人
の
ほ
う
で
は
﹁
�
き
て
物
論
を
待
つ

(
�
待
物
論
)
﹂
と
稱
し
︑
引
き
續
き
自
宅
で
謹
愼
し
つ
つ
︑
な
に
ぶ
ん
の
處
分
を
待
つ
こ

と
に
な
る
︒

【事
例
5
︼
中
宗
十
五
年

(一
五
二
〇
)
︑
右
議
政
の
李
惟
淸
は
經
筵
の
席
で
︑
三
年
d
の
趙
光
祖
一
�
の
執
權
!
に
︑
當
時
の
臺
諫
が
繼

妃

(
違
敬
尹
氏
)

の
册
封
後
に
行
わ
れ
た
百
官
の
賀
禮
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
︑
王
の
召
し
出
し

(牌
召
)

を
拒
否
し
た
一
件
の
こ
と
を
蒸
し

4
し
た
︒
司
憲
府
持
*
の
金
銛
︑
執
義
の
蘇
世
讓
ら
は
當
時
の
臺
諫
の
一
員
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
批
1
を
0
け
な
が
ら
そ
の
ま
ま
現
職

東 方 學 報
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に
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
い
っ
て
﹁
遞
差
﹂
を
願
い
出
た
︒
王
は
過
去
の
話
だ
と
し
て
再
三
﹁
辭
す
る
勿
れ

(勿
辭
)
﹂
と
の
命

を
下
し
た
が
︑
蘇
世
讓
ら
は
そ
れ
を
0
け
入
れ
ず
︑﹁
當
に
�
い
て
物
論
を
待
つ
べ
し

(當
�
待
物
)
﹂
と
い
っ
て
謹
愼
を
續
け
た
︒
(﹃
中
宗

實
錄
﹄
卷
三
十
九
︑
中
宗
十
五
年
六
S
乙
亥
條

(19
)

)

こ
の
よ
う
に
︑
官
人
の
ほ
う
で
は
﹁
�
き
て
物
論
を
待
つ
﹂
と
稱
し
て
︑
あ
く
ま
で
も
辭
?
を
=
そ
う
と
す
る
︒
こ
の
た
め
國
王
の
ほ
う
で

も
先
回
り
を
し
て
﹁
辭
す
る
勿
れ
︑
ま
た
�
待
す
る
勿
れ

(勿
辭
︑
亦
勿
�
待

(20
)

)
﹂
と
の
批
答
を
下
す
こ
と
も
あ
る
が
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
官
人

た
ち
が
お
と
な
し
く
出
仕
し
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
︒
結
局
︑
事
態
の
收
拾
は
い
わ
ゆ
る
﹁
物
論
﹂
の
T
停
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
が
︑
そ
れ
は
具
體
"
に
は
U
屬
す
る
官
廳
の
同
僚
の
議
論
︑
特
に
﹁
三
司
﹂
の
議
論
の
こ
と
を
?
味
す
る
の
で
あ
っ
た
︒

(
3
)
處
置

國
王
の
ほ
う
で
は
﹁
辭
す
る
勿
れ
﹂
と
い
い
︑
官
人
の
ほ
う
で
は
﹁
�
き
て
物
論
を
待
つ
﹂
と
い
っ
て
お
互
い
に
讓
ら
な
い
場
合
は
︑
結
局
︑

司
憲
府
・
司
諫
院
お
よ
び
弘
�
館
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
三
司
﹂
が
仲
裁
に
立
っ
て
事
態
の
收
拾
を
圖
る
︒
こ
の
こ
と
を
當
時
の
用
語
で
﹁
處
置
﹂

と
稱
し
て
い
る
︒

【事
例
6
︼
大
司
憲
の
張
維
が
國
恤

(王
室
の
喪
)

の
!
閒
中
に
宿
直
を
拔
け
出
し
て
老
母
の
見
舞
い
に
行
き
︑
私
第
に
一
泊
し
た
と
し
て

自
ら
辭
職
を
願
い
出
た
た
め
︑
司
憲
府
が
こ
れ
を
﹁
處
置
﹂
し
︑
張
維
に
落
ち
度
は
な
い
と
し
て
﹁
出
仕
﹂
を
命
じ
る
こ
と
を
L
p
し
た

の
で
︑
王
は
こ
れ
に
從
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
十
年
七
S
己
未
條

(21
)

)

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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【事
例
7
︼
持
*
廉
友
赫
が
同
僚
と
﹁
相
會
の
禮
﹂
を
行
お
う
と
し
て
司
憲
府
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
︑
下
僚
の
監
察
ら
が
彼
の
出
j
え
を

怠
っ
た
た
め
︑
恥
辱
を
感
じ
た
廉
友
赫
が
辭
職
を
願
い
出
た
件
で
司
憲
府
が
こ
れ
を
﹁
處
置
﹂
し
︑
廉
友
赫
に
は
﹁
出
仕
﹂
︑
出
j
え
を

怠
っ
た
監
察
ら
に
は
﹁
推
考
﹂
を
命
じ
る
こ
と
を
L
p
し
た
の
で
︑
王
は
こ
れ
に
從
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
五
S
戊

戌
條

(
22
)

)

【事
例
8
︼
正
言
・
®
雷
卿
が
副
提
學
・
®
百
昌
と
酒
席
で
口
論
と
な
り
︑
侮
辱
さ
れ
た
®
雷
卿
が
國
王
に
上
	
し
て
辭
職
を
願
い
出
た

た
め
︑
司
諫
院
が
こ
れ
を
﹁
處
置
﹂
し
︑
®
雷
卿
に
つ
い
て
は
落
ち
度
な
し
と
し
て
﹁
出
仕
﹂
を
命
じ
る
こ
と
︑
®
百
昌
に
つ
い
て
は
謂

わ
れ
な
く
侍
從
の
臣
を
侮
辱
し
た
と
し
て
﹁
推
考
﹂
す
る
こ
と
を
L
p
し
た
の
で
︑
王
は
こ
れ
に
從
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
仁

祖
十
一
年
十
一
S
丁
未
條

(
23
)

)

【事
例
9
︼
正
言
・
金
壽
}
は
城
上
U

(宮
中
當
直
)

と
し
て
司
諫
院
の
上
	
�
書
を
承
政
院
に
提
出
し
た
︒
提
出
の
際
︑
承
政
院
に
お
い

て
9
�
を
展
讀
す
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
る
が
︑
金
壽
}
は
ち
ょ
う
ど
體
T
不
良
で
痰
が
か
ら
ん
で
い
た
た
め
︑
9
�
を
展
讀
す
る
こ
と
が

で
き
ず
︑
單
に
﹁
大
槪
﹂
の
み
を
傳
~
し
た
と
こ
ろ
︑
左
副
承
旨
・
李
德
洙
は
恥
辱
を
0
け
た
と
し
て
處
分
を
願
い
出
︑
金
壽
}
も
ま
た

承
旨
か
ら
指
彈
を
0
け
た
と
し
て
辭
職
を
願
い
出
た
︒
こ
の
た
め
司
諫
院
が
﹁
處
置
﹂
を
行
い
︑
金
壽
}
に
﹁
出
仕
﹂
を
命
じ
る
こ
と
を

L
p
し
た
が
︑
國
王
は
﹁
怠
慢
﹂
か
︑
ま
た
は
﹁
故
?
﹂
に
よ
る
U
業
と
み
な
し
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
罷
職
﹂
を
命
じ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二

十
九
︑
仁
祖
十
二
年
六
S
己
巳
條

(
24
)

)

d
二
例
は
司
憲
府
の
官
員
に
よ
る
﹁
�
+
﹂
に
對
し
て
司
憲
府
の
同
僚
た
ち
が
﹁
處
置
﹂
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
︑
後
二
例
は
司
諫
院
の

東 方 學 報
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官
員
に
よ
る
﹁
�
+
﹂
に
對
し
て
司
諫
院
の
同
僚
た
ち
が
﹁
處
置
﹂
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
司
憲
府
の
案
件
は
司
憲
府
で
︑

司
諫
院
の
案
件
は
司
諫
院
で
︑
L
は
同
じ
官
廳
の
同
僚
た
ち
の
﹁
物
論
﹂
に
よ
っ
て
﹁
處
置
﹂
を
決
め
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
︑
國
王
は
そ
の

﹁
處
置
﹂
の
方
針
を
︑
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
0
け
入
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
司
憲
府
・
司
諫
院
の
內
部
で
議
論
が
分
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
內
部
で
﹁
處
置
﹂
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
︑
そ
の
場
合
は

司
憲
府
の
案
件
を
司
諫
院
が
﹁
處
置
﹂
し
︑
司
諫
院
の
案
件
を
司
憲
府
が
﹁
處
置
﹂
す
る
︒

【事
例
10
︼
仁
祖
�
の
大
司
諫
金
慶
徵
は
︑
か
つ
て
光
海
�
の
﹁
廢
母
﹂
の
庭
p
に
參
與
し
た
官
員
を
臺
諫
の
人
事
か
ら
排
除
す
る
た
め

に
︑
義
禁
府
か
ら
﹁
庭
p
﹂
の
�
書
數
件
を
�
出
し
て
司
憲
府
・
司
諫
院
お
よ
び
.
兵
曹
に
b
付
す
る
こ
と
を
提
議
し
た
︒
し
か
し
司

諫
・
李
景
曾
ら
は
こ
れ
に
反
對
し
て
司
諫
院
內
部
の
議
論
が
分
か
れ
︑
贊
成
�
・
反
對
�
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁
�
+
﹂
し
て
辭
職
を
申
し
出
た

た
め
︑
司
憲
府
が
こ
れ
を
﹁
處
置
﹂
し
︑
贊
成
�
は
﹁
出
仕
﹂︑
反
對
�
に
は
﹁
遞
差
﹂
を
命
じ
る
こ
と
を
p
求
し
た
の
で
︑
王
は
こ
れ

に
從
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
四
S
甲
戌
條

(25
)

)

【事
例
11
︼
仁
祖
妃

(仁
烈
韓
氏
)

の
父
・
韓
浚
�
に
對
し
て
死
後
一
周
忌
が
過
ぎ
て
も
依
然
と
し
て
生
d
の
祿
俸
を
荏
給
し
て
い
る
の
は

不
當
で
あ
る
の
で
︑﹁
仍
給
﹂
の
命
を
Z
收
す
る
よ
う
に
と
司
憲
府
が
上
	
し
た
と
こ
ろ
︑
王
は
﹁
國
母

(王
妃
)

に
對
し
て
あ
ま
り
に

a
]
で
あ
る
﹂
と
叱
責
し
た
た
め
︑
司
憲
府
が
9
員
︑
辭
職
を
願
い
出
た
︒
王
は
﹁
辭
す
る
勿
れ

(勿
辭
)
﹂
と
の
批
答
を
下
し
た
が
︑

司
憲
府
の
官
人
た
ち
は
�
い
て
物
論
を
待
っ
た

(
�
待
物
論
)
︒
こ
の
た
め
︑
司
諫
院
が
こ
れ
を
﹁
處
置
﹂
し
︑
司
憲
府
の
9
員
に
﹁
出

仕
﹂
を
命
じ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
︑
王
は
こ
れ
に
從
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
仁
祖
六
年
十
一
S
壬
戌
條
︑
甲
子
條
︑
�
び
乙
丑
條

(26
)

)

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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d
者
は
司
諫
院
の
事
案
を
司
憲
府
が
﹁
處
置
﹂
し
た
事
例
︑
後
者
は
司
憲
府
の
事
案
を
司
諫
院
が
﹁
處
置
﹂
し
た
事
例
で
あ
る
︒
し
か
し
司

憲
府
・
司
諫
院
で
︑
い
ず
れ
も
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
っ
て
︑
そ
う
し
た
場
合
に
は
︑
今
度
は
弘
�
館

(玉
堂
)

が
兩
者

の
事
案
を
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
に
な
る
︒

【事
例
12
︼
宣
祖
十
四
年
八
S
︑
司
憲
府
が
沈
義
�
を
彈
云
し
た
際
に
︑
城
上
U

(當
直
擔
當
)

の
®
仁
弘
が
獨
斷
で
®
澈
を
も
%
せ
て
彈

云
し
た
た
め
︑
大
司
憲
の
李
珥
が
®
仁
弘
を
叱
責
し
︑
®
仁
弘
は
ひ
と
ま
ず
﹁
�
+
﹂
し
て
辭
職
を
願
い
出
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
て
︑

こ
の
案
件
を
司
憲
府
で
﹁
處
置
﹂
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
大
司
憲
李
珥
︑
持
*
柳
夢
井
と
掌
令
權
克
智
︑
持
*
洪
汝
諄
と
の
閒
で
®
澈

に
對
す
る
 
價
が
分
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
�
+
﹂
し
て
辭
職
を
求
め
た
た
め
に
︑
こ
の
件
は
司
諫
院
の
ほ
う
で
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
出
仕
﹂
を
命
じ
る
か
︑﹁
遞
差
﹂
を
命
じ
る
か
で
︑
司
諫
院
の
內
部
で
も
議
論
が
分
か
れ
︑
司
諫
院
の
官
人
た
ち

も
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
�
+
﹂
し
て
辭
職
を
願
い
出
た
た
め
に
︑
結
局
︑
こ
の
事
案
は
弘
�
館

(玉
堂
)

が
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
に
な
り
︑
玉

堂
で
は
姜
應
�
・
成
泳
の
二
名
を
除
い
て
關
係
者
9
員
の
﹁
出
仕
﹂
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
(﹃
宣
祖
修
正
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
宣
祖
十
四
年

八
S
壬
辰
朔
條

(
27
)

)

右
の
よ
う
に
︑
司
憲
府
・
司
諫
院
の
官
員
が
い
ず
れ
も
紛
爭
の
當
事
者
と
な
っ
て
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
︑
そ
こ
で
は
じ

め
て
第
三
者
で
あ
る
弘
�
館

(玉
堂
)

が
兩
司
に
代
わ
っ
て
﹁
處
置
﹂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

兩
司
の
官
員
︑
み
な
引
+
の
事
あ
り
て
處
置
す
る
者
な
け
れ
ば
︑
則
ち
兩
司
の
.
︑
�
辭
を
以
て
都す
べ

て
本
館
に
b
り
︑
議
定
し
て
立
落
す

れ
ば
︑
陳
箚
し
て
上
p
せ
よ
︒
(﹃
六
典
條
例
﹄
卷
六
︑
弘
�
館
︑
總
例

(28
)

)
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右
の
規
<
は
︑
上
述
の
慣
例
を
法
典
に
お
い
て
8
�
�
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
一
體
︑
弘
�
館
と
い
う
の
は
國
王
の
�
藝
の
諮
問
に

應
じ
る
﹁
論
思
﹂
の
地
で
あ
り
︑
本
來
︑
官
.
の
不
正
に
關
す
る
﹁
論
彈
﹂
の
言
責
を
も
つ
機
關
で
は
な
い
︒
し
か
し
司
憲
府
・
司
諫
院
の
兩

司
が
對
立
し
て
﹁
公
論
﹂
の
U
在
が
不
8
と
な
っ
た
場
合
︑
こ
の
﹁
論
思
﹂
の
地
に
あ
る
弘
�
館
の
官
人
た
ち
が
�
k
"
に
﹁
公
論
﹂
の
代
表

者
と
し
て
登
場
し
︑
兩
司
の
紛
爭
を
﹁
處
置
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

二

批
答
と
	
字

司
憲
府
・
司
諫
院
︑
そ
し
て
弘
�
館
の
﹁
處
置
﹂
に
對
し
︑
國
王
は
基
本
"
に
そ
の
提
言
を
そ
の
ま
ま
0
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
處
置
﹂
の
內
容
は
︑
具
體
"
に
は
﹁
出
仕
﹂︑﹁
遞
差
﹂︑﹁
罷
職
﹂
な
ど
︑
案
件
ご
と
に
當
然
衣
な
っ
て
く
る
︒﹁
出
仕
﹂
で
あ

れ
ば
︑
そ
れ
ま
で
ど
お
り
の
勤
務
を
命
じ
︑﹁
遞
差
﹂
で
あ
れ
ば
︑
現
任
の
職
務
を
解
い
て
配
置
奄
え
︒﹁
罷
職
﹂
で
あ
れ
ば
︑
や
は
り
現
任
の

職
務
を
解
い
て
︑
當
面
︑
他
の
官
職
へ
の
任
命
は
行
わ
な
い
︒

そ
れ
ら
は
︑
君
臣
關
係
に
基
づ
く
國
王
の
大
權

︱
︱
具
體
"
に
は
官
職
任
免
權
︱
︱

の
行
使
で
あ
り
︑
本
來
︑
專
制
君


が
獨
斷
で

行
っ
て
も
ま
っ
た
く
問
題
の
な
い
事
柄
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
人
を
�
に
�
す(29

)

﹂
と
い
う
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
言
葉
ど
お
り
︑
人
事
は
�
廷
の

﹁
公
論
﹂
に
基
づ
い
て
行
う
︑
と
い
う
の
が
�
鮮
時
代
に
お
け
る
基
本
"
な
=
念
で
あ
り
︑﹁
三
司
﹂
は
﹁
公
論
﹂
の
代
表
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の

提
言
は
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
0
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
こ
そ
が
︑
國
王
の
治
者
と
し
て
の
﹁
德
﹂
を
示
す
も
の
と
見
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

處
分
の
具
體
"
な
內
容
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
檢
討
す
る
と
し
て

(第
三
;
)
︑
こ
こ
で
は
臣
下
の
各
種
の
上
言
に
對
す
る
國
王
の
對
應
の

形
式
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
一
般
に
︑
(1
)﹁
批
答
﹂
を
下
し
︑
(2
)﹁
	
字
﹂
を
押
し
︑
ま
た
は

(
3
)﹁
批
答
﹂
も

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰

13



﹁
	
字
﹂
も
與
え
な
い
で
﹁
留
中
不
下
﹂
し
︑
さ
ら
に
は

(4
)﹁
Z
出
給
﹂
す
る
な
ど
の
形
態
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
1
)
批
答

臣
下
の
上
言
︑
特
に
辭
職
願
の
上
言
に
對
し
て
は
︑
そ
れ
が
い
か
な
る
事
]
の
も
の
で
あ
れ
︑
國
王
は
一
旦
は
禮
を
盡
く
し
て
�
留
す
る
こ

と
が
=
例
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
上
駅
�
の
餘
白
に
王

(ま
た
は
宦
官

(30
)

)

が
﹁
批
答
﹂
を
書
き
入
れ
︑
そ
れ
を
上
駅
し
た
官
人
に
b
り
4
す
と
い

う
手
續
き
が
取
ら
れ
る
︒

【事
例
13
︼
行
都
承
旨
の
®
經
世(31

)

は
︑
﹁
こ
の
た
び
正
二
品
に
昇
�
し
た
の
で
︑
こ
の
ま
ま
承
旨
の
職
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と

箚
子
を
奉
っ
て
辭
職
を
願
い
出
た
︒
︹
こ
れ
に
對
し
︺
王
は
︑﹁
事
]
は
よ
く
分
か
っ
た

(省
箚
具
悉
卿
懇
)
︒
し
か
し
︑
正
二
品
で
都
承
旨

と
な
る
こ
と
に
は
先
例
も
あ
る
の
で
︑
辭
職
す
る
必
L
は
な
い

(勿
辭
)
﹂
と
の
批
答
を
下
し
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
八
︑
仁
祖
三
年
二
S
甲
申

條
(
32
)

)

こ
の
種
の
﹁
批
答
﹂
の
�
面
は
︑
=
常
︑
ほ
と
ん
ど
類
型
"
な
も
の
で
︑
た
と
え
ば
辭
職
願
な
ど
の
場
合
︑
こ
れ
を
�
め
な
い
の
で
あ
れ
ば

﹁
辭
す
る
勿
れ

(勿
辭
)
﹂︑
�
め
る
の
で
あ
れ
ば
﹁
施
す
を
許
せ

(許
施
)
﹂︑﹁
依
り
て
施
せ

(依
施
)
﹂
な
ど
の
批
答
を
書
き
入
れ
る
︒
た
だ
し
︑

こ
れ
は
假
の
王
命
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
後
︑
承
政
院
で
改
め
て
正
式
の
﹁
傳
旨
｣
︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
不
允
批
答
｣
︱
︱

を
作
成
す
る
場
合
も

あ
る(

33
)

︒
批
答
の
冒
頭
の
�
言

(頭
辭
)

は
︑
二
品
以
上
に
對
し
て
は
﹁
省
疏
具
悉
卿﹅

懇
﹂︑
正
三
品
堂
上
に
對
し
て
は
﹁
省
疏
具
悉
爾﹅

懇
﹂︑
そ
れ
以

下
に
對
し
て
は
﹁
省
疏
具
悉
﹂
と
い
い(34

)

︑
﹁
疏
﹂
で
は
な
く
﹁
劄
子
﹂
の
場
合
に
は
︑﹁
省
劄
云
々
﹂
と
い
う
が
︑
本
�
の
內
容
は
大
體
型
ど
お
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り
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
例
批
﹂
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
型
ど
お
り
と
は
い
え
︑
國
王
か
ら
直
々
に
回
答
の
言
葉
を
b
る
と
い
う
︑
そ
の
こ
と
に
こ

そ
?
義
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

(
2
)
�
字

臣
下
の
上
言
�
に
對
し
︑
そ
の
內
容
を
裁
可
す
る
場
合
に
は
當
該
の
�
書
に
﹁
	
字
﹂
を
押
す
︒
こ
れ
を
﹁
踏
	
字

(
	
字
を
踏
む
)
﹂
と
い

う
︒﹁
	
字
﹂
と
は
草
書
體
で
﹁
	
﹂
と
刻
ま
れ
た
木
印
の
こ
と(35

)

︒
�
鮮
で
は
世
祖
十
年

(一
四
六
四
)

四
S
の
王
命
に
よ
っ
て
︑
草
書
體
で

﹁
	
﹂
字
を
刻
ん
だ
印
を
作
り
︑
こ
れ
を
	
下
�
書

(
	
下
公
事
)

に
印
し
て
標
し
る
し

と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た(36

)

︒

｢
	
下
�
書
﹂
と
は
︑
國
王
に
上
	
し
て
裁
可
を
得
た
�
書
の
こ
と
で
︑
こ
れ
に
王
も
し
く
は
內
官

(宦
官

(37
)

)

が
﹁
	
字
﹂
を
押
し
︑
こ
れ

を
承
政
院

(國
王
の
秘
書
機
關
)

に
b
付
す
る
と
︑
承
政
院
の
承
旨
が
�
宜
1
斷
し
て
當
該
�
書
の
末
尾
に
﹁
	
下
某
司
︑
云
々
﹂
等
の
﹁
1

付
﹂
を
書
き
入
れ
︑
細
部
の
案
を
詰
め
る
た
め
に
擔
當
部
局
に
b
付
し
て
回
	
さ
せ
る(38

)

︒
上
	
�
書
に
對
し
て
王
は
三
日
以
內
に
こ
れ
を
	
下

す
る
こ
と
が
=
例
で
あ
り
︑
ま
た
擔
當
部
局
の
方
で
は
	
下
後
五
日
以
內
に
國
王
に
回
	
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る(39

)

︒
そ
う
し
て
こ
の
回
	
が

國
王
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
と
︑
は
じ
め
て
當
該
の
命
令
が
外
廷
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(40

)

︒

上
述
の
と
お
り
︑
官
人
の
辭
職
願
に
つ
い
て
は
︑﹁
辭
す
る
勿
れ

(勿
辭
)
﹂
と
の
批
答
を
下
し
て
一
旦
�
留
す
る
こ
と
が
=
例
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
國
王
の
虫
の
居
U
が
惡
か
っ
た
場
合
︑
官
人
の
辭
職
願
が
そ
の
ま
ま
0
理
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
9
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

そ
の
よ
う
な
場
合
︑
國
王
は
﹁
批
答
﹂
を
加
え
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
ま
ま
﹁
	
字
﹂
を
押
し
て
裁
可
の
印
と
す
る
︒

【事
例
14
︼﹁
元
宗
﹂
と
し
て
�
封
さ
れ
た
生
父

(定
l
君
)

を
︑
仁
祖
が
さ
ら
に
宗
�

(太
�
)

に
祀
ろ
う
と
し
た
た
め
︑
こ
れ
に
反
對
し

た
副
提
學
李
�
が
上
駅
し
て
辭
職
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
︑
仁
祖
は
そ
の
ま
ま
﹁
	
字
﹂
を
押
し
て

(踏
	
字
)
︑
こ
れ
を
︹
承
政
院
に
︺
下

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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し
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
七
S
壬
子
條

(41
)

)

一
六
二
三
年
の
﹁
癸
亥
反
正
﹂
に
よ
っ
て
卽
位
し
た
仁
祖
は
︑
自
身
の
權
威
を
高
め
る
た
め
に
︑
生
父
の
定
l
君
を
﹁
元
宗
﹂
と
し
て
�
m

し
︑
功
臣
勢
力
の
反
對
を
押
し
切
っ
て
宗
�
に
祀
っ
た
︒
副
提
學
の
李
�
は
こ
れ
に
反
對
し
て
辭
職
を
願
い
出
た
が
︑
仁
祖
は
こ
の
箚
子
に
そ

の
ま
ま
﹁
	
字
﹂
を
押
し
て
あ
っ
さ
り
と
辭
職
を
�
め
て
し
ま
う
︒
何
の
�
留
も
な
し
に
辭
職
を
�
め
る
こ
と
は
衣
例
中
の
衣
例
で
あ
る
が
︑

そ
も
そ
も
辭
職
を
願
い
出
た
の
は
當
の
本
人
で
あ
る
か
ら
︑
い
ま
さ
ら
�
句
の
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
︒

こ
の
場
合
︑﹁
	
字
﹂
は
裁
可
の
し﹅

る﹅

し﹅

に
す
ぎ
な
い
か
ら
︑
正
式
に
は
承
政
院
で
改
め
て
﹁
遞
差
傳
旨
﹂
を
作
成
す
る(42

)

︒﹁
遞
差
傳
旨
﹂
が

發
令
さ
れ
れ
ば
︑
こ
れ
は
正
式
の
2
�
命
令
で
あ
る
か
ら
︑
い
や
で
も
離
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
結
局
︑
辭
職
願
を
裁
可
す
る
も
し
な
い
も
︑

す
べ
て
は
專
制
君


の
?
向
一
つ
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(
3
)
留
中
不
下

こ
こ
ま
で
は
上
言
�
の
內
容
を
可
と
す
る
場
合
の
處
理
方
法
で
あ
る
が
︑
�
に
︑
こ
れ
を
否
と
す
る
場
合
に
は
﹁
留
中
不
下
﹂
と
い
っ
て
︑

こ
れ
を
默
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
︒
國
王
が
も
し
﹁
	
字
﹂
を
押
さ
ず
︑
つ
ま
り
裁
可
を
與
え
ず
に
�
書
を
承
政
院
に
突
き
4
し
た
場
合
︑

承
政
院
は
こ
れ
を
�
書
庫

(院
閣
)

に
收
藏
し
︑
�
官
が
そ
の
內
容
を
�
取
し
て
日
記

(承
政
院
日
記
)

に
記
錄
す
る
が
︑
特
に
記
錄
す
べ
き
內

容
が
な
け
れ
ば
何
も
�
錄
も
し
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
外
廷
に
は
施
行
さ
れ
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
﹁
留
中
不
報
﹂
ま
た
は
﹁
留
中
不

下
﹂
と
い
う
の
で
あ
る(

43
)

︒

【事
例
15
︼
d
察
訪
の
安
邦
俊(44

)

は
︑
上
駅
し
て
時
事
を
極
言
し
た
が
︑﹁
狂
直
﹂
の
語
が
多
い
た
め
︑
仁
祖
は
﹁
留
中
﹂
し
て
こ
れ
に
報
い
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な
か
っ
た
︒
他
日
︑
王
は
群
臣
に
說
8
し
て
︑﹁
安
邦
俊
と
い
う
の
は
ど
こ
の
者
か
知
ら
ぬ
が
︑
上
駅
の
內
容
か
ら
み
て
︑︹
中
央
政
界

の
︺
事
]
に
疎
い
者
で
あ
ろ
う
︒
內
容
に
�
る
べ
き
も
の
が
な
く
︑
ま
た
︹
外
廷
に
下
せ
ば
�
野
の
︺
視
聽
を
煩
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の

で
︑
留
中
し
て
下
さ
な
か
っ
た
の
だ
﹂
と
い
っ
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
仁
祖
十
八
年
五
S
壬
辰
條

(
45
)

)

｢留
中
﹂
さ
れ
た
上
言
�
の
多
く
は
︑
�
官
に
よ
っ
て
も
�
錄
さ
れ
な
い
た
め
︑
こ
の
と
き
の
安
邦
俊

(西
人
)

の
上
駅
が
ど
の
よ
う
な
內

容
で
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
︑
お
お
か
た
西
人
の
立
場
か
ら
す
る
東
人
批
1
の
內
容
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
上
駅
を
裁
可
す
る
に
せ
よ
︑

し
な
い
に
せ
よ
︑
何
ら
か
の
反
應
を
示
せ
ば
そ
れ
に
對
し
て
再
び
士
大
夫
社
會
の
議
論
が
沸
Q
す
る
︒
そ
う
い
う
場
合
に
は
︑
結
局
︑
﹁
留
中
﹂

し
て
默
殺
し
て
し
ま
う
の
が
一
番
の
v
り
方
で
あ
っ
た
︒

(
4
)
�
出
給

｢
Z
出
給
﹂
と
は
﹁
0
+
せ
ず
し
て
4
Z
す
る
こ
と
﹂
(
�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
九
六
〇
頁
)
︒
具
體
"
に
は
不
裁
可
と
な
っ
た
上
駅
�
を

提
出
し
た
本
人
に
突
き
4
す
こ
と
を
い
う
︒
臣
下
の
上
言
�
を
﹁
批
答
﹂
も
な
し
に
突
き
4
す
こ
と
は
︑
當
該
の
官
人
に
對
す
る
國
王
の
強
い

不
快
感
を
示
す
︒

【事
例
16
︼
肅
宗
卽
位
年

(一
六
七
四
)
︑
か
つ
て
孝
宗
を
仁
祖
の
﹁
庶
子
﹂
と
位
置
付
け
た
宋
時
烈

(西
人
)

の
﹁
�
禮
﹂
を
郭
世
楗

(南

人
)

が
痛
烈
に
批
1
す
る
と
︑
修
ý
姜
碩
昌

(西
人
)

は
宋
時
烈
を
擁
護
す
る
﹁
縷
縷
數
百
言
﹂
の
上
駅
を
行
っ
た
︒
し
か
し
國
王
は
こ

れ
を
默
殺
し
て
﹁
Z
出
給
﹂
を
命
じ
︑
さ
ら
に
備
忘
記
を
下
し
て
姜
碩
昌
に
﹁
罷
職
不
敍
﹂
の
處
分
を
下
し
た
︒
(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
肅

宗
卽
位
年
十
S
丁
酉
條

(
46
)

)
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孝
宗
を
﹁
體
而
不
正
﹂
の
﹁
庶
子
﹂
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
︑
宋
時
烈
を
領
袖
と
す
る
﹁
西
人
﹂
グ

ル
ー
プ
の
定
論
で
あ
っ
た(47

)

︒
し
か
し
︑
孝
宗
の
孫
で
あ
る
肅
宗
か
ら
す
れ
ば
︑
自
身
の
祖
父
を
﹁
庶
子
﹂

と
位
置
付
け
る
こ
と
は
當
然
面
白
く
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
西
人
の
禮
論
を
�
け
て
南
人
を
荏
持
し
た
肅
宗

は
︑
宋
時
烈
を
擁
護
す
る
姜
碩
昌
の
上
駅
に
對
し
て
﹁
Z
出
給
﹂
を
命
じ
︑
ま
た
﹁
罷
職

(罷
職
不
敍
)
﹂

の
處
分
を
命
じ
た
︒
國
王
に
對
す
る
上
言
の
行
爲
は
︑
そ
の
內
容
如
何
に
よ
っ
て
は
︑
常
に
處
分
の
對
象

と
な
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
こ
の
<
度
の
處
分
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ま
だ
し
も
幸
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

官
人
に
對
す
る
處
罰
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
と
對
比
し
な
が
ら
整
理
し
て
お
く
必
L
が
あ

る

(
表
二
)
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
し
い
實
態
に
つ
い
て
は
︑
;
を
改
め
て
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

三

官
人
の
處
罰

�
鮮
時
代
の
基
本
法
典
で
あ
る
﹃
經
國
大
典
﹄
の
規
定
に
よ
る
と
︑
お
よ
そ
杖
罪
以
上
の
犯
罪
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
獄
に
囚
禁
し
て
取
り
T
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

48
)

︒
し
か
し
官
人
の
場
合
は
そ
の
身
分

が
國
王
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
一
旦
︑
國
王
に
	
問
し
て
︑
そ
の
裁
可
を
得
た
う
え
で
な
け

れ
ば
囚
禁
し
て
取
り
T
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い(49

)

︒
獄
に
囚
禁
す
る
場
合
は
︑
=
常
︑
官
人
の
保
e
す
る
職

牒

(
吿
身
)

を
收
取
し
︑
假
に
そ
の
身
分
・
特
權
を
剝
奪
し
た
う
え
で
囚
禁
す
る
慣
例
で
あ
る(50

)

︒
そ
れ
だ

け
に
︑
官
人
に
對
し
て
囚
禁
・
推
鞫
を
行
う
こ
と
は
︑
そ
れ
自
體
︑
か
な
り
重
大
な
處
分
で
あ
る
と
み
な

東 方 學 報
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表二 𠛬と罰

五𠛬 (𠛬) 7戒 (罰)

笞 (一十，二十，三十，四十，五十) 推考，遞差

杖 (六十，七十，八十，九十，一百) 罷職，收吿身，�去仕版，永不敍用

徒 (杖六十・徒一年〜杖一百・徒三年) �黜，放�，付處

液 (杖一百・液二千里，杖一百・液二千五百里，杖一百・液三千里)
l竄 (l處・絕塞・絕島)

安置，圍籬安置，加棘

死 (�，斬，凌遲處死) 賜死，�奪官�，孥籍

＊五𠛬 (𠛬) と7戒 (罰) の對應はごく大まかなもので，必ずしも一對一には對應しない。



さ
れ
て
い
た
︒

こ
の
た
め
官
人
に
對
し
て
は
︑
=
常
︑
囚
禁
を
�
わ
な
い
形

︱
︱
言
い
奄
え
れ
ば
︑
笞
罪
を
d
提
と
す
る
形
︱
︱

で
取
り
T
べ
が
行
わ

れ
︑
そ
れ
も
六
品
以
上
の
官
人
の
場
合
は
﹁
公
緘
推
問
﹂
と
い
っ
て
︑
書
面
に
よ
る
事
]
聽
取
を
行
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る(51

)

︒
こ
の
場

合
︑
官
人
の
風
紀
を
取
り
閲
ま
る
こ
と
は
司
憲
府
の
職
責
で
あ
る
か
ら
︑﹁
公
緘
﹂
に
よ
る
取
り
T
べ
は
司
憲
府
が
擔
當
す
る
︒
具
體
"
に
は
︑

司
憲
府
が
﹁
風
聞
﹂
に
基
づ
い
て
問
題
の
官
人
に
﹁
公
緘
﹂
を
發
し
︑
官
人
の
方
で
は
こ
れ
に
書
面
で
回
答
す
る
と
い
う
形
を
取
る
︒
こ
の
v

り
取
り
を
﹁
問
備
﹂
と
も
い
う
︒
﹁
問
備
﹂
と
は
﹁
臺
官
が
︹
罪
狀
を
︺
問
難
し
︑
被
疑
者
が
︹
そ
れ
に
對
す
る
答
え
を
︺
備
列
す
る
こ
と(52

)

﹂

を
?
味
し
て
い
る
︒
こ
の
結
果
と
し
て
官
人
の
罪

︱
︱
そ
れ
も
杖
罪
以
上
に
相
當
す
る
罪
︱
︱

が
8
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
︑
司
憲
府

か
ら
改
め
て
國
王
に
	
問
し
て
正
式
に
囚
禁
・
推
鞫
を
L
p
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
實
際
に
は
囚
禁
に
ま
で
は
到
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
沙
汰
止
み

と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒

一
方
︑
司
憲
府
以
外
に
司
諫
院
の
ほ
う
で
も
官
人
の
不
正
を
﹁
風
聞
﹂
に
よ
っ
て
察
知
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
司
諫
院
は
裁
1
機
關
で
は
な

い
の
で
自
ら
﹁
公
緘
推
問
﹂
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
國
王
に
	
問
し
て
﹁
推
考
﹂
の
命
令
を
L
p
し
︑
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
場
合

は
改
め
て
司
憲
府
の
ほ
う
か
ら
﹁
推
考
﹂
︑
す
な
わ
ち
﹁
問
備
﹂
を
行
う
こ
と
に
な
る(53

)

︒

(
1
)
推
考

(
問
備
)

上
述
の
と
お
り
︑
司
憲
府
で
は
﹁
風
聞
﹂
で
察
知
し
た
官
.
の
不
正
を
﹁
公
緘
﹂
に
よ
っ
て
取
り
T
べ
て
い
た
が
︑
そ
の
際
︑
﹁
大
臣
﹂
以

外
の
一
般
の
官
人
に
對
し
て
は
︑
國
王
に
事
d
に
	
聞
す
る
こ
と
な
く
︑
直
ち
に
﹁
公
緘
﹂
を
b
っ
て
取
り
T
べ
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
豫
備
"
な
事
]
聽
取
に
す
ぎ
な
い
た
め
︑
正
式
に
取
り
T
べ
を
行
う
場
合
に
は
必
ず
國
王
に
	
聞
し
︑
國

王
の
裁
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
官
人
に
對
す
る
取
り
T
べ
は
︑
國
王
の
裁
可
を
得
た
場
合
で
も
=
常
は
﹁
公
緘
﹂
に
よ
っ
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て
行
わ
れ
る
の
で
︑
結
局
は
司
憲
府
が
獨
自
に
行
う
﹁
公
緘
﹂
に
よ
る
取
り
T
べ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹁
王
命
﹂
に
よ
っ

て
取
り
T
べ
る
︑
と
い
う
點
は
大
き
な
�
い
で
あ
っ
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
司
憲
府
・
司
諫
院
は
國
王
に
對
し
て
﹁
推
考
﹂
の
實
施
を
求
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒

具
體
"
に
は
︑
ま
ず
國
王
か
ら
﹁
推
考
傳
旨(54

)

﹂
が
司
憲
府
に
下
さ
れ
︑
司
憲
府
で
は
こ
の
王
命

(傳
旨
)

に
基
づ
い
て
當
該
の
官
人
に
質
問

書
を
b
付
す
る
︒
官
人
は
﹁
推
考
傳
旨
﹂
の
內
容
に
對
し
て
�
條
"
に
回
答
し
︑
こ
の
﹁
推
考
緘
辭

(推
考
緘
答
)

(55
)

﹂
と
呼
ば
れ
る
回
答
書
を
必

ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
緘
辭
﹂
の
內
容
を
踏
ま
え
て
司
憲
府
が
量
𠛬
を
擬
定
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
國
王
が
�
宜
1
決
を
下

す
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
王
が
﹁
推
考
﹂
を
命
じ
る
記
事
は
﹃
實
錄
﹄
中
に
無
數
に
存
在
す
る
が
︑
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
錄
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑﹁
推
考
﹂
の
結
果
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑﹁
笞
杖
﹂
の
﹁
收
贖
﹂
と
い
う
︑
極
め
て
輕
�
な
處
罰
に
と
ど
ま
る
か
︑

も
し
く
は
處
分
保
留
の
形
で
何
の
お
咎
め
も
な
し
に
k
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒

【事
例
17
︼
.
曹
參
議
の
兪
伯
曾(56

)

は
︑
﹁
大
臣
｣
︱
︱
具
體
"
に
は
左
議
政
吳
允
�
︑
右
議
政
金
尙
容
な
ど
︱
︱

を
侮
辱
し
た
廉
で
﹁
推

考
﹂
の
命
を
0
け
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
司
憲
府
で
は
8
律
に
照
ら
し
て
﹁
杖
八
十
︑
公
罪
﹂
と
の
量
𠛬
を
行
っ
た
︒
(﹃
凝
川
日
錄
﹄
大
東
野

乘
本
︑
仁
祖
十
三
年
二
S
初
七
日
條
お
よ
び
初
九
日
條

(57
)

)

右
の
量
𠛬
は
8
律

(
𠛬
律
︑
罵
詈
︑
佐
職
統
屬
罵
長
官
條
)

の
﹁
凡
首
領
官
�
瓜
屬
官
︑
罵
五
品
以
上
長
官
︑
杖
八
十
﹂
と
い
う
條
�
に
基
づ
く
︒

こ
れ
に
對
し
︑
王
は
﹁
議
功
｣
︱
︱
い
わ
ゆ
る
八
議
の
一
つ
︱
︱

に
よ
っ
て
罪
一
等
を
減
じ
た
と
い
う
か
ら
︑
結
局
︑
兪
伯
曾
の
處
分
は

﹁
杖
七
十
︑
公
罪
﹂
の
線
に
落
ち
着
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
公
罪

(職
務
上
の
過
失
)

は
﹁
杖
一
百
﹂
ま
で
は
﹁
收
贖
﹂
の
う
え
﹁
Z
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任
﹂
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で(58

)

︑
結
局
︑
兪
伯
曾
は
.
曹
參
議
の
現
職
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う(59

)

︒
こ
の
よ
う
に
﹁
推

考
﹂
の
結
果
は
笞
杖
の
﹁
收
贖
﹂
で
k
わ
る
こ
と
が
多
い
が(60

)

︑
し
か
も
︑
そ
の
a
罰
す
ら
免
除
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
︒

【事
例
18
︼
都
摠
府
經
歷
の
李
玄
成
・
李
之
姶

㰒
ら
は
宮
中
護
衞
兵
の
監
督

(監
軍
)

に
£
出
さ
れ
︑
¤
�
︑
昌
德
宮
の
正
門

(敦
�
門
)

か

ら
宮
中
に
入
っ
て
禁
川
橋
の
ほ
と
り
に
ま
で
到
っ
た
と
こ
ろ
︑
國
王
の
秘
書
官
で
あ
る
承
旨
ら
が
金
虎
門
か
ら
宮
中
に
入
っ
て
ち
ょ
う
ど

承
政
院
に
登
廳
す
る
と
こ
ろ
で
︑
後
ろ
の
方
か
ら
人
拂
い
の
聲
が
聞
こ
え
て
き
た
︒
し
か
し
李
玄
成
ら
は
國
王
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
﹁
御
牌
﹂
を
奉
じ
て
い
る
の
で
︑
す
ぐ
に
は
n
を
空
け
ず
に
い
た
と
こ
ろ
︑
n
を
塞
が
れ
た
承
旨
の
任
相
元
・
申
姶

曅
ら
は
腹
を
立
て
て

こ
の
件
を
國
王
に
報
吿
し
た
た
め
︑
王
は
李
玄
成
ら
の
﹁
推
考
﹂
を
命
じ
た
︒
(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
肅
宗
十
二
年
九
S
丙
戌
條

(61
)

)

右
は
官
人
同
士
の
些
細
な
諍
い
に
す
ぎ
な
い
が
︑
當
人
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
れ
こ
そ
沽
¥
に
關
わ
る
重
大
事
で
あ
っ
た
︒
こ
の
事
件
の
場
合
︑

司
憲
府
は
李
玄
成
・
李
之
姶

㰒
ら
に
對
し
て
﹁
杖
八
十
︑
收
贖
﹂
と
の
量
𠛬
を
行
っ
て
い
る(62

)

︒
公
罪
・
私
罪
の
區
別
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ

れ
も
お
そ
ら
く
は
﹁
公
罪

(職
務
上
の
過
失
)
﹂
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
處
分
が
重
過
ぎ
る
と
考
え
た
國
王
は
︑
結
局
﹁
分
揀
﹂
の
命

令
を
下
し
て
一
件
落
着
と
し
た
が
︑
﹁
分
揀
﹂
と
は
﹁
罪
を
恕
す
る
こ
と
﹂
(
�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
四
一
一
頁
)
︑
も
う
少
し
詳
し
く
言
う

と
︑
罪
の
輕
重
を
£
り
分
け
て
輕
罪
の
者
を
釋
放
す
る
こ
と
を
い
う
︒
こ
の
場
合
も
︑
結
局
は
お
咎
め
な
し
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

【事
例
19
︼
尹
善
n

(南
人
)

は
風
水
の
知
識
を
買
わ
れ
て
孝
宗
の
陵
墓
の
£
定

(看
山
)

に
加
わ
っ
た
が
︑
職
務
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
た

と
し
て
﹁
推
考
﹂
の
命
を
0
け
た
︒
か
れ
の
提
出
し
た
﹁
推
考
緘
辭
﹂
に
對
し
︑
司
憲
府
は
﹁
杖
八
十
・
收
贖
︑
奪
吿
身
三
等
﹂
と
の
照

律
を
行
っ
た
が
︑
王
は
尹
善
n
が
す
で
に
別
件
で
罷
職
の
處
分
を
0
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
﹁
分
揀
﹂
を
命
じ
た
︒
(﹃
顯
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
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顯
宗
卽
位
年
九
S
己
未
朔
條

(
63
)

)

右
の
場
合
は
﹁
杖
八
十
﹂
の
﹁
收
贖
﹂
に
加
え
て
﹁
奪
吿
身
三
等
﹂
の
處
分
が
加
わ
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
公
罪
﹂
で
は
な
く
﹁
私
罪
﹂

と
見
な
さ
れ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い(64

)

︒
し
か
し
︑
尹
善
n
は
す
で
に
別
件
で
﹁
罷
職
﹂
の
處
分
を
0
け
て
い
た
の
で
︑
そ
の
う
え
﹁
吿
身
﹂

ま
で
奪
う
必
L
は
な
い
と
考
え
た
國
王
は
︑
結
局
﹁
分
揀
﹂
を
命
じ
て
お
咎
め
な
し
と
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
推
考
﹂
の
結
果
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑﹁
笞
杖
﹂
の
﹁
收
贖
﹂
と
な
る
か
︑
ま
た
は
處
分
保
留
の
形
で
﹁
分
揀
﹂
と
な
る
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
﹁
推
考
﹂
の
命
を
0
け
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
現
任
の
職
務
を
解
か
れ
る
可
能
性
は
︑
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

我
が
國
の
問
備
の
法
は
︑
實
事
に
益
な
き
に
似
た
り
︒
(﹃
迂
書
﹄
卷
四
︑
論
推
考

(65
)

)

右
は
柳
壽
垣

(一
六
九
四
～
一
七
五
五
)

が
そ
の
著
﹃
迂
書
﹄
の
な
か
で
﹁
問
備
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
推
考
﹂
の
制
度
を
批
1
し
た
言
葉
で
あ
る
︒

結
局
︑
官
人
に
對
す
る
推
考
の
處
分
は
︑
今
日
ふ
う
に
言
え
ば
﹁
始
末
書
﹂
を
書
く
<
度
の
處
分
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

(
2
)
罷
職

(
附
︑
遞
差
)

｢推
考
﹂
の
結
果
は
︑
せ
い
ぜ
い
笞
杖
罪
の
﹁
收
贖
﹂
と
い
う
形
で
k
わ
り
︑
當
該
の
官
人
は
そ
の
ま
ま
現
職
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
︒

し
か
し
︑
こ
れ
で
は
處
分
が
輕
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
︑
臺
諫
は
國
王
に
對
し
て
直
ち
に
﹁
罷
職
﹂
の
處
分
を
L
求
す
る
︒
8
律

(
�
び

﹃
經
國
大
典
﹄
)

の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
私
罪
笞
五
十
︑
な
い
し
公
罪
徒
以
上
の
罪
が
確
定
す
れ
ば
︑
必
然
"
に
現
任
の
職
務
を
解
か
れ
る
こ
と
に
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な
る
か
ら(

66
)

︑
こ
れ
は
い
わ
ば
﹁
律
﹂
に
よ
る
處
分
の
先
取
り
で
あ
る

(た
だ
し
︑
正
式
に
﹁
推
考
﹂
を
し
た
う
え
で
の
處
分
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
そ

れ
を
先
取
り
し
た
假
處
分
の
p
求
で
あ
る
こ
と
に
¨
?
)
︒
こ
れ
に
對
し
︑
王
は
そ
の
ま
ま
臺
諫
の
L
求
を
0
け
入
れ
て
﹁
罷
職
﹂
を
命
じ
る
か
︑
ま

た
は
少
し
輕
減
し
て
﹁
遞
差
﹂
の
處
分
を
命
じ
る
こ
と
が
一
般
"
で
あ
っ
た
︒

【事
例
20
︼
大
司
憲
の
魚
世
�
は
司
畜
李
秀
︑
繕
工
監
役
官
尹
成
仁
ら
の
風
紀
上
の
罪
を
彈
云
し
て
罷
職
を
L
求
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑

王
は
恩
赦
を
經
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
難
色
を
示
し
た
が
︑
魚
世
�
は
﹁
た
と
え
恩
赦
を
經
て
い
て
も
︑
操
行
の
な
い
�
官
に
つ
い
て
は
︑

論
じ
て
罷
職
を
p
う
こ
と
が
=
例
﹂
と
強
辨
し
た
た
め
︑
王
は
︹
罷
職
よ
り
一
等
を
下
し
て
︺
改
差

(遞
差
)

を
命
じ
た
︒
(﹃
成
宗
實
錄
﹄

卷
一
百
四
十
四
︑
成
宗
十
三
年
八
S
戊
午
條

(67
)

)

【事
例
21
︼
仁
祖
元
年

(一
六
二
三
)
︑
司
憲
府
は
左
議
政
朴
弘
姶

耉
の
﹁
貪
黷
濁
亂
﹂
の
罪
を
彈
云
し
て
﹁
罷
職
﹂
を
L
求
し
た
が
︑
王
は

た
だ
遞
差
を
命
じ
る
に
と
ど
め
た
︒
(﹃
仁
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
仁
祖
元
年
三
S
丁
未
條

(68
)

)

右
に
﹁
罷
職
﹂
と
い
う
の
は
﹁
官
職
を
免
ず
る
こ
と
﹂
(
�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
八
八
四
頁
)
︑
ま
た
﹁
改
差
﹂︑
﹁
遞
差
﹂
と
い
う
の
は

﹁
官
員
の
2
�
を
行
ふ
こ
と
﹂
(同
上
︑
八
七
一
頁
)
︒
ど
ち
ら
も
現
任
の
職
務
を
解
か
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
︑
﹁
罷
職
﹂
の
場
合
に
は
復
職

に
制
限
が
あ
り
︑
考
課
で
﹁
下
考
﹂
と
な
っ
て
罷
職
の
處
分
を
0
け
た
場
合
︑
�
び
﹁
私
罪
﹂
を
犯
し
て
﹁
罷
職
﹂
の
處
分
を
0
け
た
場
合
は
︑

年
二
回
行
わ
れ
る
﹁
歲
抄
﹂
に
お
い
て
復
職
の
許
可
が
下
り
な
け
れ
ば
�
の
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い

(詳
し
く
は
第
四
;
)
︒
こ
れ
に

對
し
﹁
改
差
﹂︑﹁
遞
差
﹂
は
單
な
る
2
�
で
あ
っ
て
︑
�
の
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
制
限
が
な
い
︒
つ
ま
り
︑
い
つ
で
も
復
職

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
分
︑﹁
罷
職
﹂
よ
り
は
輕
い
處
分
と
い
え
る
︒
そ
れ
で
も
︑
官
人
に
と
っ
て
は
現
職
を
失
う
こ
と
が
︑
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か
な
り
の
痛
手
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

(
3
)
收
吿
身

(
職
牒
收
取
)

罷
職
人
は
現
職
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
官
人
と
し
て
の
身
分
は
そ
の
ま
ま
に
殘
る
︒
具
體
"
に
は
︑
出
身
以
來
の
﹁
吿
身

(職
牒
)
﹂

が
手
元
に
殘
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
吿
身
の
位
階
に
應
じ
て
引
き
續
き
官
人
と
し
て
の
諸
特
權
を
享
0
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
た
め
︑

﹁
罷
職
﹂
よ
り
さ
ら
に
處
分
を
重
く
す
る
場
合
は
﹁
吿
身
を
收
め
る

(收
吿
身
)
﹂
と
い
っ
て
︑
當
該
の
官
人
が
保
e
す
る
位
階
お
よ
び
官
職
の

任
命
狀

(
吿
身
・
職
牒
)

の
う
ち
︑
そ
の
一
部
な
い
し
す
べ
て
を
沒
收
す
る
こ
と
に
な
る
︒

『
8
律
﹄
お
よ
び
﹃
經
國
大
典
﹄
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
官
人
の
﹁
私
罪
﹂
に
つ
い
て
は
︑
杖
六
十
で
位
階
一
等
を
下
し

(つ
ま
り
﹁
吿
身
﹂
を

奪
い
)
︑
七
十
で
二
等
︑
八
十
で
三
等
︑
九
十
で
四
等
を
下
し
て
解
任
し
︑
杖
一
百
の
罪
で
は
す
べ
て
の
吿
身
を
奪
っ
て
罷
免
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る(

69
)

︒
こ
れ
は
正
式
に
罪
が
確
定
し
た
場
合
の
話
で
あ
る
が
︑
�
鮮
時
代
に
は
し
ば
し
ば
こ
の
正
式
の
手
續
き
を
省
略
し
︑
い
わ
ば
律

の
處
分
を
先
取
り
し
た
形
で
國
王
か
ら
直
ち
に
﹁
收
吿
身
﹂
の
處
分
を
下
す
こ
と
が
多
い
︒

【事
例
22
︼
中
宗
�
の
權
臣
・
金
安
老
の
失
脚
の
後
︑
か
れ
の
黨
與
と
し
て
指
彈
さ
れ
た
沈
彥
光
・
沈
彥
慶
・
權
輗
ら
に
つ
い
て
︑
議
政

府
の
大
臣
ら
は
沈
彥
光
を
﹁
罷
職
﹂
の
う
え
﹁
收
吿
身
﹂︑
沈
彥
慶
・
權
輗
を
﹁
罷
職
﹂
と
す
る
處
分
案
を
提
示
し
︑
王
は
こ
れ
に
從
っ

た
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
七
︑
中
宗
三
十
三
年
二
S
甲
子
條
︑
�
び
乙
丑
條

(70
)

)

こ
の
場
合
︑
何
等
¬
の
﹁
吿
身
﹂
を
沒
收
す
る
の
か
は
犯
し
た
罪
の
<
度
に
よ
り
︑
�
料
の
記
載
は
そ
の
點
に
お
い
て
不
8
瞭
で
あ
る
こ
と

が
多
い
︒
も
っ
と
も
︑﹁
收
吿
身
﹂
の
處
分
は
︑
將
來
︑
恩
赦
に
よ
っ
て
吿
身
を
Z
給
す
る
こ
と
を
d
提
と
し
て
い
る
の
で

(後
述
)
︑
そ
の
?
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味
で
は
何
等
の
吿
身
を
沒
收
し
よ
う
と
︑
た
い
し
て
�
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
吿
身
を
奪
わ
れ
た
以
上
は
︑
當
然
︑
そ
れ
と

連
動
し
て
現
任
の
官
職
も
罷
免
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

か
く
し
て
﹁
罷
職
﹂
の
う
え
に
﹁
收
吿
身
﹂
の
處
分
を
0
け
た
官
人
は
︑
考
課
で
﹁
下
考
﹂
と
な
っ
て
罷
職
の
處
分
を
0
け
た
者
︑
�
び

﹁
私
罪
﹂
を
犯
し
て
﹁
罷
職
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
の
場
合
と
同
樣
︑
年
二
回
行
わ
れ
る
﹁
歲
抄
﹂
に
お
い
て
王
の
許
可

(下
點
)

を
得
な
け

れ
ば
︑
官
職
へ
の
任
用
︑
す
な
わ
ち
﹁
敍
用
﹂
を
0
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
收
吿
身
﹂
の
處
分
は
︑
事
實
上
︑
出
仕
の
差

し
止
め
を
?
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒

(
4
)
�
去
仕
版

(
不
齒
仕
版
)
︑
永
不
敍
用

假
に
吿
身
の
一
部
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
依
然
と
し
て
官
人
と
し
て
の
身
分
は
殘
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
各
種
の
官
人
名

に
は
當
該
の
官

人
の
名
d
が
そ
の
ま
ま
殘
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
ら
の
名

は
︑
總
じ
て
﹁
仕
版
﹂
と
か
﹁
仕
籍
﹂
と
か
呼
ば
れ
て
い
た
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
仕
版
﹂
に
は
︑
現
職
官
人
の
名

で
あ
る
﹁
班

﹂
と
︑
休
職
官
人
の
名

で
あ
る
﹁
d
銜
官
案
﹂
と
の
二
種
類
が
あ
る
︒

﹁
班

﹂
に
は
現
職
官
人
の
官
職
・
姓
名
を
記
載
す
る
ほ
か
︑
任
命
に
至
っ
た
經
雲
を
﹁
來
歷
﹂
と
し
て
記
す(

71
)

︒
具
體
"
に
は
︑﹁
特
旨
﹂︑
﹁
保

擧
﹂︑﹁
考
滿
﹂︑﹁
都
目
﹂
な
ど
と
そ
の
任
命
の
由
來
を
記
す
が(72

)

︑
こ
れ
と
は
別
に
︑﹁
d
銜
官
案
﹂
な
い
し
﹁
d
銜
案
付
﹂
と
い
う
�
言
の

﹁
來
歷
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︑
當
該
の
官
人
が
休
職
官
人
の
名

で
あ
る
﹁
d
銜
官
案
﹂
の
な
か
か
ら
拔
擢
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る(
73
)

︒一
方
︑﹁
d
銜
官
案
﹂
と
い
う
の
は
現
在
休
職
中
の
官
人
の
名

で
︑
こ
こ
に
は
任
!
滿
了
そ
の
他
の
事
]
で
現
任
の
職
務
を
解
か
れ
︑
�

の
ポ
ス
ト
に
任
用
さ
れ
る
ま
で
待
機
中
の
官
人
た
ち

(
d
銜
官
)

が
名
d
を
連
ね
て
い
る(74

)

︒
そ
う
し
て
︑
か
れ
ら
を
再
任
用

(敍
用
)

す
る
場
合

は
︑
.
兵
曹

(政
曹
)

の
官
人
た
ち
が
こ
の
﹁
d
銜
官
案
﹂
を
に
ら
み
な
が
ら
�
當
な
候
補
者
を
£
び
出
す
こ
と
に
な
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑﹁
遞
差
﹂
の
處
分
に
よ
り
失
職
し
た
官
人
の
場
合
は
︑
上
述
の
と
お
り
︑
再
任
用

(敍
用
)

に
制
限
が
な
い
の
で
︑
當
然
︑
こ

の
﹁
d
銜
官
案
﹂
に
收
錄
さ
れ
て
�
の
ポ
ス
ト
を
待
つ
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹁
罷
職
﹂︑﹁
收
吿
身
﹂
な
ど
の
處
分
に
�
っ
て
失
職
し
た
官
人

の
場
合
も
︑
一
應
官
人
と
し
て
の
身
分
は
殘
っ
て
い
る
の
で
︑
當
然
︑﹁
d
銜
官
案
﹂
の
な
か
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
彼
ら
の
再
任

用
に
は
制
限
が
あ
る
の
で

(後
述
)
︑
そ
の
名

は
お
そ
ら
く
は
別
個
の
册
子
︑
な
い
し
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(秩
)

の
な
か
に
入
れ
て
區
別
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
に
對
し
︑
さ
ら
に
再
任
用

(敍
用
)

の
條
件
を
嚴
し
く
制
限
す
る
場
合
に
は
﹁
�
去
仕
版

(不
齒
仕
版
)
﹂︑﹁
永
不
敍
用
﹂
な
ど
の
處
分

が
加
重
さ
れ
︑
=
常
の
再
任
用
の
手
續
き
か
ら
は
原
則
と
し
て
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

【事
例
23
︼
金
安
老
の
死
後
︑
國
王
は
﹁
三
凶

(金
安
老
・
許
沆
・
蔡
無
擇
)
﹂
に
よ
っ
て
﹁
收
職
牒
﹂︑﹁
罷
職
﹂
な
ど
の
處
分
を
0
け
て
失

職
し
た
官
人
を
︹
再
任
用
の
た
め
︺
抄
	
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
︑
そ
の
時
︑﹁
不
齒
仕
版
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
に
つ
い
て
は
別
に
指

示
を
出
さ
な
か
っ
た
た
め
︑
報
吿
が
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
な
か
に
も
必
ず
や
﹁
三
凶
﹂
に
陷
れ
ら
れ
て
失
職
し
た
者
が
い
る
に
ち

が
い
な
い
の
で
︑
た
だ
ち
に
そ
の
名

を
提
出
す
る
よ
う
︑
承
政
院
に
命
令
し
た
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
六
︑
中
宗
三
十
二
年
十
二
S
乙
丑

條
(
75
)

)
【事
例
24
︼
國
に
大
慶
が
あ
る
場
合
は
︑
徒
・
液
・
付
處
・
閏
軍
・
雜
犯
死
罪
な
ど
の
罪
人
に
も
み
な
恩
典
を
下
す
が
︑
﹁
永
不
敍
用
﹂︑

﹁
不
齒
仕
版
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
恩
典
を
蒙
っ
て
い
な
い
の
で
︑
等ひ
と

し
く
罪
名
を
蕩
滌
し
て
は
ど
う
か
と
︑
三
公

(三
議
政
)

よ
り
提
案
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
王
は
難
色
を
示
し
た
が
︑
恩
赦
對
象
者
の
名


(抄
單
子
)

に
つ
い
て
は
︹
再
檢
討
の

た
め
︑
宮
中
に
一
旦
︺
Z
入
す
る
よ
う
に
命
じ
た
︒
(﹃
8
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
8
宗
六
年
六
S
癸
亥
條

(
76
)

)
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【事
例
25
︼
王
は
罷
免
さ
れ
た
官
人

(罷
職
人
員
)

の
う
ち
︑﹁
收
職
牒
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
︑﹁
�
去
仕
版
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
︑

﹁
永
不
敍
用
﹂
の
處
分
を
0
け
た
者
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
︹
再
任
用
の
た
め
に
︺
名

を
作
成
し
て
上
	
す
る
よ
う
︑
.
兵
曹

(政
曹
)

に
命
令
し
た
︒
(﹃
宣
祖
實
錄
﹄
卷
四
︑
宣
祖
三
年
五
S
丙
子
條

(77
)

)

こ
こ
で
︑﹁
不
齒
仕
版
﹂
ま
た
は
﹁
�
去
仕
版
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
處
分
は
︑
そ
の
�
字
ど
お
り
︑
官
人
の
名


(仕
版
)

か
ら
名
d
を
�

除
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
.
兵
曹

(政
曹
)

に
よ
る
再
任
用

(敍
用
)

の
對
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
?
味
の
處
分
で
︑
そ
れ
は
﹁
罷
職
﹂
︑﹁
收

吿
身
﹂
の
對
象
者
に
さ
ら
に
加
重
し
て
行
わ
れ
る
�
加
"
な
處
分
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
︒
後
の
時
代

︱
︱
お
お
む
ね
英

祖
�
以
影

︱
︱

に
﹁
刊
�
﹂
と
い
う
の
も
︑
基
本
"
に
は
こ
れ
と
同
じ
內
容
の
處
分
で
あ
ろ
う(78

)

︒

た
だ
し
︑﹁
�
去
﹂
と
い
っ
て
も
︑
何
ら
か
の
記
錄
を
殘
さ
な
け
れ
ば
將
來
再
任
用

(敍
用
)

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
︑
實
際
に

は
現
職
官
人
の
名


(班

)

か
ら
�
除
し
︑
そ
の
う
え
で
d
銜
官
案
の
﹁
經
歷
﹂
に
﹁
不
齒
仕
版
﹂︑
ま
た
は
﹁
�
去
仕
版
﹂
な
ど
と
處
分

の
內
容
を
書
き
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
�
去
仕
版
﹂
と
い
っ
て
も
︑
實
際
に
は
±
に
將
來
の
再
任
用
を
d
提

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
で
も
不
足
と
い
う
場
合
に
は
︑
さ
ら
に
﹁
永
不
敍
用
﹂
の
處
分
を
加
重
し
て
ダ
メ
押
し
を
す
る
︒﹁
永
不
敍
用
｣
︱
︱
ま
た

は
﹁
永
刊
仕
版
﹂
と
も
い
う
︱
︱

は
︑
そ
の
�
字
ど
お
り
︑
名

か
ら
�
除
し
て
永
l
に
再
任
用

(敍
用
)

を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
k
身
禁
錮
﹂
と
同
じ
效
果
を
も
つ(79

)

︒
な
お
︑﹁
禁
錮
﹂
と
は
官
人
と
し
て
の
出
仕
を
禁
じ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
監
禁
す
る

と
い
う
?
味
で
は
な
い
こ
と
に
¨
?
し
た
い(80

)

︒

と
も
あ
れ
︑﹁
�
去
仕
版
﹂︑﹁
永
不
敍
用
﹂
な
ど
の
處
分
を
0
け
る
と
︑
事
實
上
︑
再
任
用

(敍
用
)

の
機
會
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
︑

當
然
︑
そ
の
處
分
は
罷
職
・
收
吿
身
よ
り
さ
ら
に
重
い
︒
し
か
し
︑
保
e
す
る
吿
身

(職
牒
)

の
一
部
が
殘
っ
て
い
る
場
合
は
︑
依
然
と
し
て
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官
人
と
し
て
の
身
分
は
保
障
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
後
述
す
る
﹁
�
奪
官
�

(
�
職
)
﹂
の
場
合
は
︑
保
e
す
る
吿
身

(職
牒
)

の
す
べ

て
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
が
︑
そ
れ
で
も
科
擧
�
第
者
の
場
合
に
は
︑﹁
�
第(81

)

﹂
の
²
格
は
殘
っ
て
い
る
こ
と
に
¨
?
し
た
い
︒

こ
こ
ま
で
︑
官
人
に
對
す
る
處
罰
が
︑
�
初
は
﹁
推
考
﹂
な
ど
の
a
罰
か
ら
始
ま
っ
て
︑﹁
罷
職
﹂︑﹁
收
吿
身
﹂︑﹁
�
去
仕
版
﹂
︑﹁
永
不
敍

用
﹂
と
�
第
に
加
重
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
確
�
し
た
︒
こ
れ
ら
は
官
人
と
し
て
の
職
權
の
停
止
に
よ
る
一
種
の
7
戒
處
分
と
い
え
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
そ
れ
は
人
事
を
管
³
す
る
.
兵
曹

(政
曹
)

の
擔
當
で
あ
る
︒

(
5
)
�
黜

(
門
黜
)

と
放
	


里

｢罷
職
﹂︑﹁
收
吿
身
﹂
な
ど
は
︑
い
わ
ば
人
事
行
政
上
の
處
分
で
あ
る
が
︑
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
處
分
を
加
重
す
る
場
合
は
︑
官
人
身
分
の
保

障
と
し
て
の
﹁
職
牒

(
吿
身
)
﹂
を
す
べ
て
剝
奪
し
︑
そ
の
う
え
で
ソ
ウ
ル
の
都
城
の
門
外
に
�
放
す
る
︒
こ
れ
を
﹁
�
奪
官
�
︑
門
外
黜
b
﹂︑

略
し
て
﹁
�
黜
﹂
と
い
う
が
︑﹁
�
奪
官
�
﹂
は
略
し
て
﹁
�
職
﹂
と
い
い
︑﹁
門
外
黜
b
﹂
は
略
し
て
﹁
門
黜
﹂
と
い
う
場
合
も
あ
る
︒
こ
こ

か
ら
は
ソ
ウ
ル
か
ら
の
�
放
と
い
う
強
制
力
を
も
っ
た
︑
な
か
ば
𠛬
事
"
な
處
分
と
な
る
が
︑
こ
の
﹁
�
黜
﹂
の
早
い
時
!
の
例
と
し
て
は
︑

中
宗
�
の
宰
臣
・
®
光
弼
に
對
す
る
�
の
處
分
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

【事
例
26
︼
中
宗
三
十
年

(一
五
三
五
)

正
S
︑
大
小
臣
僚
が
勤
政
殿

(景
福
宮
正
殿
)

の
殿
庭
に
整
列
す
る
な
か
︑
國
王
は
敎
書
を
發
し
て

百
官
の
﹁
�
黨
﹂
の
風
を
戒
め
︑
︹
戚
臣
・
金
安
老
と
對
立
し
て
い
た
®
︺
光
弼
に
﹁
�
奪
官
�
︑
外
方
居
µ
︑
不
令
入
城
﹂
の
處
分
を

下
し
た
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
中
宗
三
十
年
正
S
丁
丑
條

(82
)

)
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右
に
﹁
外
方
居
µ
︑
不
令
入
城
﹂
と
い
う
の
は
ソ
ウ
ル
の
國
門

(
都
城
の
門
)

よ
り
內
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
L
は
﹁
門
外
黜
b
﹂

と
同
じ
く
︑
政
治
世
界
の
中
心
で
あ
る
ソ
ウ
ル
か
ら
の
�
放
を
?
味
し
て
い
る
︒

�
放
さ
れ
た
官
人
た
ち
は
︑
當
面
︑
生
活
基
盤
を
e
す
る
¶
里
に
戾
っ
て
處
分
の
解
除
を
待
つ
し
か
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
門
外
黜
b
﹂
の
處
分

は
︑
事
實
上
︑﹁
放
�
¶
里
﹂
の
處
分
と
同
じ
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
﹁
放
�
¶
里
﹂
の
例
と
し
て
は
︑﹁
己
亥
禮
訟
﹂
で
﹁
三
年
說
﹂
を


張
し

た
許
穆

(南
人
)

を
荏
持
し
︑
自
ら
も
﹁
三
年
說
﹂
を
展
開
し
て
宋
時
烈

(西
人
)

を
批
1
し
た
尹
善
n

(南
人
)

に
對
す
る
�
の
處
分
を
擧
げ

る
こ
と
が
で
き
る
︒

【事
例
27
︼
顯
宗
元
年

(一
六
六
〇
)

四
S
︑
尹
善
n

(南
人
)

は
上
駅
し
て
﹁
三
年
說
｣
︱
︱
孝
宗
に
對
す
る
大
王
大
妃

(莊
烈
趙
氏
)

の

¸
喪
を
三
年
と
す
る
こ
と
︱
︱

を


張
し
た
が
︑
王
は
こ
れ
を
却
下
し
て
﹁
Z
出
給
﹂
を
命
じ
︑
さ
ら
に
そ
の
﹁
心
¹
不
正
﹂
を
咎
め

て
﹁
�
奪
官
�
︑
放
�
¶
里
﹂
の
處
分
を
下
し
た
︒
(﹃
顯
宗
實
錄
﹄
卷
二
︑
顯
宗
元
年
四
S
壬
寅
條

(83
)

)

｢門
外
黜
b
﹂
と
﹁
放
�
¶
里
﹂
と
は
︑
處
分
の
內
容
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
︑
制
度
上
の
位
置
づ
け
か
ら
い
え
ば
︑
d
者
よ

り
も
後
者
の
方
が
處
分
が
重
い
︒
そ
の
證
據
に
︑
哲
宗
二
年

(一
八
五
一
)

の
禮
論
で
眞
宗

(正
祖
の
義
父
)

の
祧
�

(世
代
の
離
れ
た
祖
先
を
宗
�

の
祭
祀
か
ら
外
す
こ
と
)

に
反
對
し
た
權
敦
仁(84

)

は
︑
そ
の
﹁
�
禮
﹂
の
罪
を
指
彈
さ
れ
て
﹁
門
黜
﹂
の
處
分
を
0
け
た
が
︑
そ
の
後
︑
さ
ら
に

﹁
放
�
¶
里
﹂
の
處
分
を
加
重
さ
れ
て
い
る(85

)

︒

(
6
)
付
處

(
中
�
付
處
︑
中
�
付
處
)

｢門
外
黜
b
﹂
に
せ
よ
﹁
放
�
¶
里
﹂
に
せ
よ
︑
L
は
ソ
ウ
ル
か
ら
�
放
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
︑
8
確
に
﹁
配
U
﹂
の
指
定
が
あ
る
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わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
さ
ら
に
處
分
が
重
く
な
る
と
︑
今
度
は
﹁
配
U
﹂
の
指
定
を
�
う
﹁
付
處
﹂
の
處
分
を
0
け
る
こ
と
に
な
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で(86

)

︑
ご
く
鯵
單
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

付
處
人
の
配
U
は
︑
=
例
︑﹁
必
ず
そ
の
居
鄕
・
農
莊
の
U
在
を
考
え
︑
A
地
も
て
定
を
爲
す(87

)

﹂
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
配
U
で

の
生
活
を
荏
え
る
經
濟
基
盤
の
U
在
を
勘
案
し
て
︑
そ
の
A
地
に
配
U
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
當
然
︑
一
般
の
液

𠛬
よ
り
も
は
る
か
に
生
活
の
條
件
が
よ
い
︒
こ
れ
は
律
に
基
づ
く
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
と
比
�
す
る
と
︑
だ
い
た
い
﹁
杖
・
徒
﹂
<
度
に
相
當
す

る
處
分
で
︑
い
わ
ば
液
𠛬
未
滿
の
液
𠛬
と
い
え
る(88

)

︒

(
7
)

竄

(
定
配
)

｢中
n

(中
>
)
﹂
に
配
U
を
定
め
る
﹁
付
處
﹂
に
對
し
︑
さ
ら
に
僻
l
の
地

(
l
n
)

に
配
U
を
定
め
る
こ
と
を
﹁
l
竄
﹂
と
い
い
︑
ま
た

は
﹁
l
配
﹂
と
い
う(

89
)

︒
い
ず
れ
も
具
體
"
に
は
邊
境
の
地
に
﹁
定
配
﹂
す
る
こ
と
を
?
味
し
て
い
る(90

)

︒

い
わ
ゆ
る
l
竄
罪
人
の
配
U
は
︑
=
例
︑﹁
l
處
﹂︑﹁
絕
塞
﹂︑﹁
絕
島
﹂
の
三
等
¬
に
區
分
さ
れ
る
︒
國
王
か
ら
の
命
令
に
﹁
絕
塞
﹂
と
あ

る
場
合
は
六
鎭
な
ど
︑
*
安
・
咸
鏡
n
の
北
邊
の
地
に
配
U
を
定
め
︑﹁
絕
島
﹂
と
あ
る
場
合
は
︑
濟
州
島
︑
珍
島
︑
南
海
島
︑
巨
濟
島
な
ど
︑

9
羅
・
慶
尙
n
の
絕
海
の
島
に
配
U
を
定
め
︑
單
に
﹁
l
竄
﹂
と
あ
る
場
合
は
︑
南
北
を
問
わ
ず
︑
靈
岩
郡
な
ど
の
﹁
l
處
﹂
に
配
U
を
定
め

る(
91
)

︒
こ
の
場
合
︑﹁
l
處
﹂︑﹁
絕
塞

(ま
た
は
邊
l
︑
極
邊
︑
等
と
も
い
う
)
﹂︑﹁
絕
島
﹂
の
順
に
︑
配
U
で
の
生
活
條
件
が
惡
く
な
っ
て
い
く
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
ま
た
﹁
屛
裔(92

)

﹂
︑
﹁
竄
配(93

)

﹂︑﹁
投
畀(94

)

﹂
な
ど
と
い
う
の
も
基
本
"
に
は
﹁
l
竄
﹂
と
同
じ
內
容
の
處
分
で
あ
る
︒
(た
だ
し
︑

後
の
時
代

︱
︱
お
お
む
ね
英
祖
�
以
影

︱
︱

に
﹁
竄
配
﹂
な
い
し
﹁
投
畀
﹂
と
い
う
の
は
﹁
l
竄
﹂
よ
り
一
等
輕
い
處
分
で
︑﹁
l
竄
﹂
よ
り
A
地
に
配
U
を
定
め

る
事
例
が
多
い

(
95
)

︒
こ
の
場
合
は
︑
ほ
と
ん
ど
﹁
付
處
﹂
と
同
じ
よ
う
な
內
容
の
處
分
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

(96
)

)

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
具

體
"
に
配
U
を
£
定
す
る
の
は
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

の
仕
事
で
あ
り
︑
法
司
は
こ
の
配
U
の
l
A
に
よ
っ
て
︑
王
命
に
よ
る
﹁
l
竄
﹂
の
處
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分
の
重
さ
を
�
妙
に
T
;
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

に
よ
る
﹁
配
U
﹂
£
定
の
手
順
に
つ
い
て
は
︑
お
お
む
ね
�
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑

國
王
が
﹁
l
竄
﹂
の
處
分
を
下
す
と
︑
承
政
院
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
王
の
略
式
の
命
令
�
書
で
あ
る
﹁
傳
旨
﹂
を
作
成
し
︑
王
の
裁
可
を
經
て

そ
の
﹁
傳
旨
﹂
を
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

に
下
す
︒
法
司
は
こ
の
﹁
傳
旨
﹂
を
踏
ま
え
て
當
該
の
官
人
に
對
す
る
具
體
"
な
﹁
配
U
﹂
を
定
め

(定
配
)
︑
ま
た
配
U
ま
で
押
b
す
る
擔
當
官

(
都
事
・
書
.
)

の
人
£
を
定
め
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
﹁
定
配
單
子
﹂
お
よ
び
﹁
押
去
單
子
｣

︱
︱
｢單
字
﹂
と
も
表
記
︱
︱

を
作
成
し
︑
こ
れ
を
承
政
院
に
提
出
す
る(97

)

︒
�
に
︑
こ
の
﹁
定
配
單
子
﹂
︑﹁
押
去
單
子
﹂
が
王
の
裁
可
を
經

て
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

に
回
付
さ
れ
る
と
︑
そ
こ
で
は
じ
め
て
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

か
ら
擔
當
官

(
都
事
ま
た
は
書
.
・
羅
將
)

が
�
v
さ

れ
て
︑
當
該
の
﹁
罪
人
﹂
を
指
定
の
配
U
ま
で
押
b
す
る(98

)

︒

配
U
に
お
け
る
罪
人
た
ち
の
生
活
に
つ
い
て
は
不
8
の
點
が
多
い(99

)

︒
そ
れ
だ
け
に
︑
自
身
の
液
謫
生
活
を
記
錄
し
た
純
祖
�
の
沈
魯
崇

(一

七
六
二
～
一
八
三
七
)

の
證
言

(﹃
南
�
日
錄

(
100
)

﹄
)

は
極
め
て
具
體
性
に
富
む
貴
重
な
�
料
と
い
え
る
が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑
お
よ
そ
﹁
�
貴
﹂
の
場

合
は
地
方
官
か
ら
供
帳
・
使
令
な
ど
を
あ
て
が
っ
て
く
れ
る
の
で
︑
ほ
と
ん
ど
地
方
官
に
赴
任
す
る
の
と
同
等
の
暮
ら
し
ぶ
り
︒
ま
た
﹁
庶

民
﹂
の
場
合
は
衣
食
µ
す
べ
て
9
く
の
放
任
で
︑
こ
れ
ら
は
﹁
保
h


人

(身
元
保
證
人
)
﹂
の
善
し
惡
し
と
は
無
關
係
で
あ
る
が
︑


=
の
官

人
の
場
合
は
︑
液
謫
生
活
の
條
件
は
ひ
と
え
に
﹁
保
h


人
﹂
に
か
か
っ
て
い
た(

101
)

︒

い
わ
ゆ
る
﹁
保
h


人
﹂
に
は
︑
=
例
︑
在
地
の
e
力
者
で
あ
る
¶
.
階
層
の
者
が
閏
て
ら
れ
て
い
る
︒
沈
魯
崇
の
配
U
で
あ
る
張
機
縣
の

慣
例
で
は
︑
城
內
兩
坊

(東
部
・
西
部
)
︑
城
外
兩
坊

(山
下
坊
・
淸
江
坊
)

の
計
四
坊
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
輪
番
で
﹁
謫
客
﹂
を
分
管
し
︑
謫
客
に
あ

て
が
う
糧
穀
の
分
定
や
︑﹁
保
h


人
﹂
の
£
定
報
吿
な
ど
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
擔
當
の
﹁
坊
任
﹂
が
掌
っ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
謫
客
の
µ
ま
い

(居
停
)

の
£
定
に
つ
い
て
は
¿
宜
に
任
せ
︑
管
³
の
﹁
坊
﹂
を
越
え
て
彼
此
À
來
し
て
も
Á
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う(

102
)

︒﹁
罪
人
﹂

と
い
っ
て
も
富
裕
な
官
人
の
場
合
に
は
︑
割
合
と
生
活
の
自
由
度
は
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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(
8
)
安
置

い
わ
ゆ
る
l
竄
罪
人
の
場
合
は
比
�
"
生
活
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
が
︑
さ
ら
に
處
分
が
重
く
な
る
と
︑
今
度
は
﹁
安
置
﹂
の
命
令
が

下
る
︒﹁
l
竄
﹂
と
の
�
い
は
︑
配
U
で
の
行
動
の
自
由
が
い
っ
そ
う
嚴
し
く
制
限
さ
れ
︑
事
實
上
︑
配
U
の
家
屋
に
軟
禁
さ
れ
る
と
い
う
點

に
あ
る
︒

た
と
え
ば
初
!
の
事
例
で
は
︑
家
屋
の
周
圍
に
﹁
鹿
角
城
﹂
を
設
け
︑
外
部
の
人
の
差
し
入
れ

(供
饋
)

を
禁
じ
る
と
い
う
よ
う
な
嚴
し
い

待
s
を
科
し
た
場
合
も
あ
っ
た(

103
)

︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
待
s
は
以
後
は
Å
和
さ
れ
︑
一
般
に
は
﹁
た
だ
人
の
出
入
す
る
を
禁
じ
︑
他
に
�ゆ

か
ざ

ら
し
む
る
の
み
﹂
と
い
う
<
度
の
待
s
に
落
ち
着
い
て
い
っ
た
ら
し
い(

104
)

︒
し
た
が
っ
て
︑
單
に
﹁
安
置
﹂
と
い
う
場
合
は
︑
必
ず
し
も
﹁
鹿
角

城
﹂
な
ど
は
設
け
ず
︑
た
だ
外
部
と
の
È
=
を
禁
じ
て
配
U
の
家
屋
に
軟
禁
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
9
)
圍
籬
安
置

(
栫
棘
︑
荐
棘
︑
加
棘
)

こ
れ
に
對
し
︑
さ
ら
に
處
分
が
重
く
な
る
と
︑﹁
圍
籬
安
置
﹂
の
命
令
が
下
る
︒﹁
安
置
﹂
は
�
放
先
の
配
U
に
お
け
る
軟
禁
處
分
で
あ
る
が
︑

﹁
圍
籬
安
置
﹂
は
こ
れ
を
さ
ら
に
園
底
さ
せ
た
も
の
で
︑
軟
禁
處
分
の
象
É
と
し
て
家
屋
を
棘
の
垣
根
で
圍
い
︑
外
部
と
の
È
=
を
一
切
¾
斷

し
て
し
ま
う
︒

配
U
の
家
屋
は

棘
い
ば
ら

の
垣
根
で
圍
わ
れ
る
の
で
︑
こ
れ
を
﹁
栫そ
ん

棘
き
ょ
く

﹂
と
い
い

(栫
は
圍
う
?

(
105
)

)
︑
ま
た
﹁
荐せ
ん

棘
き
ょ
く

﹂︑﹁
加
棘
﹂
と
も
い
う

(荐
は

重
ね
る
?

(
106
)

)
︒﹁
圍
籬
安
置
﹂
の
罪
人
に
對
し
て
は
︑
そ
の
�
字
ど
お
り
﹁
棘
を
以
て
屋
を
遶か
こ

み
︑
而
し
て
竇あ
な

を
以
て
食
を
傳
う(

107
)

﹂
と
い
う
嚴
し

い
對
應
が
取
ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
處
s
は
﹁
獄
に
係つ
な

ぐ
と
衣
る
無
し(

108
)

﹂︑
つ
ま
り
未
決
監
獄
に
勾
留
さ
れ
て
い
る
囚
人
の
狀
態

︱
︱
ま
た
は

𠛬
の
執
行
を
待
っ
て
い
る
死
𠛬
囚
の
狀
態
︱
︱

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑﹁
栫
棘
﹂
と
﹁
加
棘
﹂
と
は
本
來
同
じ
?
味
で
あ
る
が
︑
後
世

(純
祖
�
以
影
)

に
は
兩
者
は
區
別
し
て
用
い
ら
れ
︑
﹁
栫
棘
罪
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人
﹂
に
對
し
て
さ
ら
に
處
分
を
加
重
す
る
場
合
に
﹁
加
棘
﹂
の
命
令
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た(

109
)

︒

こ
の
場
合
︑﹁
加
棘
﹂
と
い
う
の
は
屋
舍
を
圍
む
垣
根
の
高
さ
を
さ
ら
に
高
く
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
﹁
棘
圍
は
限
る
に
罪
人
坐
す

る
と
こ
ろ
の
屋
簷
に
至
る
を
以
て
し
︑
天
日
を
見
ざ
る
に
至
﹂
っ
た
と
い
う
か
ら(

110
)

︑
ま
っ
た
く
穴
倉
に
閉
じ
�
め
て
お
く
の
も
同
然
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
は
﹁
法
に
無
き
の
法
﹂
と
い
う
か
ら
︑
必
ず
し
も
一
般
"
な
措
置
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
具
體
"
に
ど
の
<
度
に
ま

で
圍
い
を
高
く
す
る
か
は
︑
L
は
現
地
の
地
方
官

(守
令
)

の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
�
黜
・
付
處
・
l
竄
・
安
置
な
ど
は
︑
形
態
と
し
て
は
い
ず
れ
も
律
の
﹁
液
𠛬
﹂
に
相
當
す
る
處
分
で
︑
し
か
も

配
U
へ
の
移
b
を
�
う
處
分
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
執
行
は
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

が
擔
當
す
る
︒
た
だ
し
︑
附
加
𠛬
と
し
て
の
﹁
杖
𠛬
﹂
を
免

除
さ
れ
︑
ま
た
配
U
に
お
け
る
﹁
居
作

(勞
役
)
﹂
も
免
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
?
味
に
お
い
て
は
一
般
の
﹁
液
𠛬
﹂
と
同
じ
で
は
な
い(

111
)

︒
さ

ら
に
︑
官
人
の
場
合
に
は
配
U
に
お
け
る
朔
Ý
の
點
呼
も
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で(

112
)

︑
そ
の
?
味
で
も
こ
れ
ら
は
一
般
の
﹁
液
𠛬
﹂
と
は

性
格
を
衣
に
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
は
五
𠛬
の
體
系
內
に
お
け
る
﹁
液
𠛬
﹂
で
は
な
く
︑
君
臣
關
係
と
い
う
特
殊
な
倫
理
に
基
づ

く
官
人
へ
の
﹁
7
戒
﹂
と
し
て
位
置
付
け
る
ほ
う
が
Þ
當
で
あ
ろ
う
︒

(
10
)
賜
死

｢圍
籬
安
置
﹂
は
︑
官
人
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
と
し
て
�
も
重
い
處
分
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
反
對
黨
�
の
言
論
攻
擊
が
收
ま
ら
な
い
場
合

は
︑
結
局
︑
當
該
の
官
人
を
再
び
法
廷
に
引
き
ず
り
出
し
︑
推
鞫
の
う
え
︑﹁
依
律
﹂
の
處
分
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
︒
﹁
律
に
依
る
﹂
と
は
︑

具
體
"
に
は
﹃
大
8
律
﹄
に
定
め
る
﹁
姦
黨
﹂
の
罪
に
よ
っ
て
死
𠛬

(斬
)

と
す
る
こ
と
で
あ
る(

113
)

︒

こ
の
場
合
︑
一
旦
﹁
推
鞫
﹂
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
︑
死
𠛬
を
免
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
二
品
以
上
の
官
人
の
場
合
︑
國
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王
の
ほ
う
で
は
せ
め
て
も
の
恩
]
と
し
て
推
鞫
以
d
に
﹁
賜
死
﹂
を
命
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た(

114
)

︒
賜
死
と
は
詠
藥
を
與
え
て
自
殺
を
強
L
す
る
處

分
で
︑
こ
れ
を
﹁
賜
藥
﹂
と
も
い
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
結
局
生
命
を
絕
た
れ
る
と
い
う
?
味
で
は
死
𠛬
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
官
人

家
門
と
し
て
の
名
譽
を
保
つ
こ
と
は
で
き
る(

115
)

︒

し
た
が
っ
て
﹁
賜
死
﹂
は
﹁
𠛬
﹂
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
官
人
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
の
處
分
の
一
ß
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

(
11
)
�
奪
官
�

こ
こ
ま
で
は
﹁
生
者
﹂
に
對
す
る
處
分
で
あ
る
が
︑
君


の
﹁
7
戒
﹂
は
時
と
し
て
﹁
死
者
﹂
に
對
し
て
も
行
わ
れ
る
︒
す
で
に
死
ん
で
い

る
者
を
處
罰
す
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
體
と
し
て
は
?
味
を
成
さ
な
い
︒
し
か
し
︑
父
祖
の
官
人
と
し
て
の
地
位
に
應
じ
て
そ
の
﹁
門

蔭
﹂
を
0
け
︑
位
階
・
官
職
の
除
h
や
免
稅
・
免
役
な
ど
の
諸
特
權
を
享
0
し
て
き
た
子
孫
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
父
祖
が
﹁
罪
人
﹂
と
な

る
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
兩ヤ
ン

班バ
ン

﹂
と
し
て
の
身
分
の
喪
失
を
?
味
し
て
い
る
︒
こ
の
た
め
黨
爭
!
に
お
い
て
は
對
立
黨
�
の
言
論
攻
擊
に
よ
っ

て
︑
死
者
に
對
し
て
も
そ
の
名
譽
を
剝
奪
し
︑﹁
�
奪
官
�
﹂
と
呼
ば
れ
る
7
戒
の
處
分
を
事
後
"
に
行
う
こ
と
が
頻
繁
に
あ
っ
た
︒

こ
の
場
合
︑
當
該
の
官
人
の
子
孫
が
家
門
の
寶
物
と
し
て
保
持
し
て
い
る
﹁
職
牒
﹂
の
類
は
︑
す
べ
て
沒
收
の
う
え
燒
却
さ
れ
る
︒
そ
の
う

え
︑
當
該
の
官
人
の
﹁
位
牌
﹂
か
ら
も
そ
の
官
職
名
が
�
り
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
沈
魯
崇
の
﹃
南
�
日
記
﹄
は
一
つ

の
興
味
深
い
風
聞
を
傳
え
て
い
る
の
で
紹
介
し
よ
う
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
純
祖
六
年

(一
八
〇
六
)
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
僻
�
﹂
の
領
袖
で
あ
る
沈
煥
之
に
﹁
�
奪
官
�
﹂
の
處
分
が
下
さ
れ
た
と
き
に
︑

義
禁
府
の
官
人
が
そ
の
位
牌

(木


)

を
押
收
し
︑︹﹁
領
議
政
﹂
の
官
職
名
を
︺
い
っ
た
ん
墨
で
抹
æ
し
た
う
え
で
︑
�
に
そ
れ
を
水
で

洗
い
︑
竹
刀
で
�
り
落
と
し
た
︒
そ
の
︹
苛
ç
な
︺
取
り
è
い
は
︑
ま
る
で
生
者
を
推
鞫
す
る
と
き
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た(

116
)

︒
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と
い
う
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
傳
聞
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
眞
僞
の
ほ
ど
は
確
か
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑﹁
�
奪
官
�
﹂
の
處
分
が
下
さ
れ

た
以
上
は
︑
當
該
の
官
人
の
﹁
位
牌
﹂
か
ら
官
職
名
が
�
り
落
と
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
一
體
︑
祖
先
祭
祀
こ
そ
は
官
人
家
門
と
し

て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
�
も
重
視
さ
れ
た
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
の
祭
祀
の
核
と
な
る
﹁
位
牌
﹂
を
こ
の
よ
う
に
冒
瀆
さ
れ

る
こ
と
は
︑
官
人
社
會
に
お
け
る
威
信
の
失
é
を
招
き
︑
ひ
い
て
は
家
門
の
沒
落
を
招
き
か
ね
な
い
大
變
な
痛
手
と
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

(
12
)
孥
籍

｢
�
奪
官
�
﹂
は
官
人
家
門
の
名
譽
に
對
す
る
大
き
な
打
擊
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
官
人
の
子
孫
に
ま
で
直
接
に
處
罰
が
�
ん
で
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
對
立
黨
�
の
官
人
の
子
孫
を
永
l
に
官
界
か
ら
�
放
す
る
た
め
に
︑
と
ど
め
の
一
擊
と
し
て
﹁
孥
籍
﹂
の
處
分
を

加
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
﹁
�
奪
官
�
﹂
は
﹁
死
者
の
一
律(

117
)

﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
生
d
で
あ
れ
ば
本
來
﹁
一
律

(死
𠛬
)
﹂
に
相
當
す
る
と

こ
ろ
を
︑
す
で
に
死
ん
で
い
る
の
で
﹁
�
奪
官
�
﹂
に
と
ど
め
た
︑
と
い
う
?
味
合
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑﹁
一
律
﹂
の
う
ち
で
も
特
に

重
い
罪
と
さ
れ
る
﹁
姦
黨
﹂
や
﹁
謀
反
大
�
﹂
の
罪
に
つ
い
て
は
︑
本
人
の
み
な
ら
ず
︑
罪
人
の
一
族
に
ま
で
﹁
孥
籍

(爲
奴
︑
財
產
入
官
)
﹂

の
處
分
が
�
ぶ(

118
)

︒
こ
の
た
め
︑﹁
死
者
の
一
律
﹂
を
0
け
た
罪
人
の
子
孫
に
對
し
て
も
︑
本
來
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
﹁
孥
籍
﹂
の
處
分
を

事
後
"
に
�
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
︑
黨
爭
!
に
は
し
ば
し
ば
卷
き
起
こ
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
こ
の
﹁
孥
籍
﹂
の
處
分
は
︑
め
っ
た
な
こ
と
で
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑﹁
緣
坐
﹂
は
照
律
を
經
て

﹁
死
𠛬
﹂
の
確
定
1
決
を
0
け
た
場
合
に
の
み
�
用
さ
れ
る
處
分
で
あ
っ
て
︑
假
に
そ
の
罪
が
8
ら
か
で
あ
っ
て
も
﹁
死
𠛬
﹂
の
1
決
の
d
に

死
ë
し
た
者

︱
︱
獄
中
で
死
ë
し
た
り
︑
ま
た
は
﹁
賜
死
﹂
の
處
分
を
0
け
た
り
し
た
者

︱
︱

に
つ
い
て
は
︑﹁
緣
坐
﹂
は
�
用
し
な
い
こ

と
が
裁
1
の
原
則
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(

119
)

︒
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そ
れ
で
も
黨
爭
!
に
お
い
て
は
︑
こ
の
原
則
を
押
し
曲
げ
て
﹁
孥
籍
﹂
の
處
分
を
行
っ
た
事
例
が
な
い
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
﹁
少
論
四
大

臣
﹂
の
一
人
︑
趙
泰
姶

耉

(少
論
)

は
景
宗
三
年

(一
七
二
三
)

六
S
癸
丑
に
﹁
牖
下
﹂
に
死
ë
し
た
が
︑
そ
の
後
︑
對
立
黨
�
で
あ
る
老
論
が
政

局
を
握
る
と
︑
英
祖
二
十
二
年

(一
七
四
六
)

に
趙
泰
姶

耉
に
對
す
る
﹁
�
奪
官
�
﹂
の
處
分
が
下
さ
れ
︑
�
い
で
英
祖
三
十
一
年

(一
七
五
五
)

に
は
﹁
孥
籍
﹂
の
處
分
が
下
さ
れ
て
い
る(

120
)

︒﹁
少
論
﹂
を
根
絕
や
し
に
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
﹁
老
論
﹂
勢
力
の
執
念
に
よ
る
處
罰
で
あ
る
︒

＊

＊

＊

こ
こ
ま
で
︑
官
人
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
の
處
分
を
段
階
を
�
っ
て
檢
討
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
は


と
し
て
三
司
の
言
論
攻
擊
に
よ
り
︑
一
定

の
段
階
を
�
っ
て
加
重
さ
れ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
こ
れ
ら
は
﹁
照
律
﹂
の
手
續
き
を
經
た
確
定
1
決
に
も
と

づ
く
處
分
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
國
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
基
づ
く
假
の
處
分
に
す
ぎ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
し
國
王
が
三
司
の
言
論
攻
擊
を

0
け
入
れ
て
何
ら
か
の
處
分
を
下
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
行
政
"
な
?
味
で
の
假
の
處
分
に
す
ぎ
ず
︑
𠛬
事
"
な
?
味
で
の
﹁
1
決
﹂
と
し

て
の
確
定
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
︒
三
司
の
言
論
攻
擊
は
︑
そ
の
よ
う
な
假
の
處
分
が
下
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
む
し
ろ
ま
す
ま
す
激
し
く

な
り
︑
連
日
の
よ
う
に
處
分
の
加
重
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
加
律
﹂
の
L
求
が
繰
り
4
さ
れ
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
三
司
の
言
論
攻
擊
が
續
く
限
り
︑
國

王
が
下
し
た
處
分
を
法﹅

司﹅

が﹅

實﹅

地﹅

に﹅

執﹅

行﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

は﹅

で﹅

き﹅

な﹅

い﹅

︒
た
と
え
ば
︑
あ
る
官
人
が
﹁
l
竄
﹂
の
處
罰
を
0
け
た
場
合
︑
義
禁
府
の

官
人

(
都
事
)

は
こ
れ
を
指
定
の
配
U
に
ま
で
押
b
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
三
司
の
言
論
攻
擊

︱
︱
一
種
の
不
¸
申
し
立
て
︱
︱

が

續
い
て
い
る
限
り
︑
つ
ま
り
處
分
が
確
定
し
な
い
限
り
は
配
U
に
向
け
て
出
發
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る(

121
)

︒

こ
の
た
め
三
司
の
言
論
攻
擊
に
直
面
し
た
國
王
は
︑
そ
の
言
論
壓
力
に
押
さ
れ
て
�
々
と
�
加
の
處
分
を
下
し
て
い
く
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の

處
分
の
內
容
が
ほ﹅

ど﹅

ほ﹅

ど﹅

の
と
こ
ろ
に
ま
で
高
ま
っ
た
段
階
で
︑
三
司
は
よ
う
や
く
そ
の
言
論
攻
擊
を
や
め
る
︒
こ
れ
を
﹁
停
	
﹂
と
い
う
が
︑

し
か
し
︑
安
易
に
﹁
停
	
﹂
す
る
と
︑
今
度
は
三
司
の
官
人
た
ち
自
身
が
輿
論
の
指
彈
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
︑
な
か
な
か
お﹅
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い﹅

そ﹅

れ﹅

と
は
﹁
停
	
﹂
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
︒
こ
の
よ
う
に
國
王
と
三
司
が
﹁
輿
論
﹂

の
動
向
を
伺
い
な
が
ら
綱
引
き
を
繰
り
4
す

な
か
で
︑
官
人
に
對
す
る
一
連
の
處
分
が
︑

段
階
"
︑
加
重
"
に
下
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
︒

『
�
鮮
王
�
實
錄
﹄
の
記
事
は
︑
こ
の
種

の
事
例
で
ほ
と
ん
ど
埋
め
盡
く
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
も
と
よ
り
す

べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
こ

こ
で
は
そ
の
典
型
例
と
し
て
︑
顯
宗
�
の

﹁
己
亥
禮
訟
﹂
に
お
け
る
尹
善
n

(南
人
)

の

處
分
︑
同
じ
く
﹁
甲
寅
禮
訟
﹂
に
お
け
る
宋

時
烈

(西
人
)

の
處
分
︑
そ
れ
か
ら
純
祖
�

に
お
け
る
金
鍾
秀(

122
)

(僻
�
)

に
對
す
る
處
分
︑

お
よ
び
金
~
淳(

123
)

(僻
�
)

に
對
す
る
處
分
が
︑

そ
れ
ぞ
れ
段
階
を
踏
ん
で
加
重
さ
れ
て
い
っ

た
さ
ま
を
鯵
單
に
示
し
て
お
く

(
表
三
)
︒
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表三 處分の加重 (事例)

氏名 (黨�) 處 分 典 據

尹善n (南人)

�奪官�・放�¶里 『顯宗實錄』元年四S壬寅條

l竄 (三水郡) 『顯宗實錄』行狀

安置 (三水郡) 『顯宗實錄』元年四S甲寅條

圍籬安置 (三水郡) 『顯宗實錄』二年六S庚寅條

宋時烈 (西人)

罷職 『肅宗實錄』卽位年十二S丁未條

�奪官�・門外黜b 『肅宗實錄』卽位年十二S乙卯條

l竄 (德源府) 『肅宗實錄』元年正S壬申條

安置 (熊川縣) 『肅宗實錄』元年閏五S壬寅條

圍籬安置 (長鬐縣)
『肅宗實錄』元年閏五S戊申條
『宋子大9』年�，肅宗元年六S丁卯條

移配 (巨濟島) 『宋子大9』年�，肅宗五年四S甲戌條

金鍾秀 (僻�)

�奪官�・放歸田里 (í川縣)
『正祖實錄』十八年正S丁巳條
『夢梧集』年�

中n付處 (*海郡) 『正祖實錄』十八年二S癸亥條

l竄 (*海郡) 『正祖實錄』十八年二S庚午條

極邊l竄 (慶源府) 『正祖實錄』十八年二S庚辰條

絕島安置 (南海縣) 『正祖實錄』十八年二S庚辰條

荐棘 『正祖實錄』十八年三S丁未條

放Z¶里 (廣州靜林)
『正祖實錄』十八年六S丙辰朔條
『夢梧集』年�

金~淳 (僻�)

�奪官職・門外黜b 『純祖實錄』六年正S丁卯條

中>付處 (洪州牧) 『純祖實錄』六年正S戊辰條，�び己巳條

l竄 (吉州牧) 『純祖實錄』六年正S庚午條，�び辛未條

極邊l竄 (慶興府) 『純祖實錄』六年正S辛未條，�び壬申條

絕島安置 (南海縣) 『純祖實錄』六年正S壬申條，�び癸酉條

移配荐棘 (康津縣薪智島) 『純祖實錄』六年二S癸巳條

加棘 『純祖實錄』六年二S丙申條

賜死 『純祖實錄』六年四S甲申條，�び丁酉條



四

解
罰
と
敍
用

l
竄
そ
の
他
に
よ
っ
て
各
n
に
定
配
さ
れ
た
罪
人
た
ち
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
謫
案

(徒
液
案
)

に
登
錄
さ
れ
て
地
方
官

(守
令
)

の
監
視
下
に
お
か

れ
る
が
︑
=
例
︑
恩
赦
の
た
び
に
處
分
減
等
の
機
會
を
得
る
︒
具
體
"
に
は
︑
各
n
の
監
司
か
ら
﹁
放
未
放
	
本
﹂
︑
ま
た
は
﹁
放
未
放
成
册
﹂

と
呼
ば
れ
る
報
吿
書
が
作
成
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
釋
放
す
べ
き
者
は
﹁
放
秩
﹂︑
そ
れ
以
外
は
﹁
未
放
秩
﹂
の
︑
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(秩
)

に

分
け
て
名

が
提
出
さ
れ
る(

124
)

︒
ま
た
﹁
未
放
秩
﹂
は
︑
配
U
に
そ
の
ま
ま
留
め
置
く
﹁
仍
秩
﹂
と
︑
王
の
裁
定
に
俟
つ
﹁
稟
秩
﹂
と
に
細
分
さ

れ
る(

125
)

︒
一
方
︑﹁
放
未
放
	
本
﹂
を
0
け
取
っ
た
國
王
は
︑
こ
れ
を
一
旦
︑
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

に
下
す
︒
法
司
は
內
容
を
精
査
し
て
恩
赦
の
原

案
を
作
成
し
︑
こ
れ
を
﹁
放
未
放
單
子
﹂
に
ま
と
め
て
回
	
す
る
︒
王
は
こ
の
﹁
單
子
﹂
に
1
決

(
1
付
)

を
下
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
恩
赦
が

確
定
す
る
︒

�
に
︑
こ
の
﹁
單
子
﹂
が
法
司
に
回
付
さ
れ
る
と
︑
今
度
は
そ
の
內
容
が
法
司
か
ら
各
n
の
監
司
に
傳
~
さ
れ
︑
監
司
か
ら
配
U
の
守
令
に

傳
~
さ
れ
て
︑
罪
人
に
對
す
る
恩
赦
が
實
地
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
閒
の
命
令
�
書
の
液
れ
は
︑﹃
南
�
日
錄
﹄
に
移
錄
さ
れ
た

金
魯
崇
の
﹁
放
b
﹂
に
關
す
る
慶
尙
n
觀
察
使

(監
司
)

の
命
令
�

(關
)

を
讀
め
ば
︑
一
目
瞭
然
で
あ
る
︒

觀
察
使
f
Y
察
使
︑
相
考
の
事
の
爲
に
す
︒

;
こ
の
た
び

到
付
せ
る
義
禁
府
の
關
內
に
︑﹁

;
こ
の
た
び

	
下
せ
ら
れ
た
る
今
S
十
四
日
の
本
府

(義
禁

府
)

の
	
に
曰
く
︑﹁
昨
年
の
赦
典
に
︑
慶
尙
n
の
放
未
放
	
本
に
因
り
て
︑
本
府
回
	
す
る
に
︑
1
付
內
に
︑
﹃
機
張
の
沈
魯
崇
は
︑
放

b
せ
よ
﹄
と
の
事
︑
命
下
れ
り
︒
し
か
れ
ど
も
臺﹅

	﹅

ま﹅

さ﹅

に﹅

張﹅

れ﹅

ば﹅

︑
擧﹅

行﹅

す﹅

る﹅

を﹅

得﹅

ず﹅

︒
今
は
則
ち
臺
	
す
で
に
停
む
︒
放
b
の
事
︑
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該
n
n
臣
に
分
付
せ
ん
こ
と
の
?
︑
敢
え
て
	
す
﹂
と
︒
傳
し
て
曰
く
﹃
知
n
せ
り
﹄
と
の
た
ま
い
た
れ
ば
︑
到
關
の
卽
時
に
︑
n
內
の

機
張
縣
の
屛
裔
罪
人
沈
魯
崇
の
身
を
ば
︑
配
U
の
官
に
分
付
し
て
︑
卽た
だ

ち
に
放
b

(釋
放
)

を
爲
し
て
後
︑
例
に
依
り
て
	
聞
し
て
施
行

せ
し
む
る
事
﹂
と
の
關
あ
り
た
れ
ば
︑
關
內
の
辭
緣
を
ば
相
考
し
︑
同
罪
人
沈
魯
崇
は
︑
卽
ち
に
放
b
を
爲
し
て
後
︑
放
b
の
S
日
を
ば
︑

星
火
に
馳
報
し
︑
以
て
	
聞
の
地
と
爲
す
べ
き
事
︑
云
云
︒
丙
寅
五
S
二
十
四
日
︑
營
に
在
り
て
︒
(﹃
南
�
日
錄
﹄
卷
二
十
︑
純
祖
六
年
五
S

二
十
七
日
條

(
126
)

)

原
�
は
U
々
に
.
讀
を
È
え
た
變
則
"
な
漢
�

(
.
讀
漢
�
)

で
あ
る
が
︑
そ
の
?
味
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
り
や
す
い
︒
L
は
︑
慶
尙
n
監

司
が
上
	
し
た
﹁
放
未
放
	
本
﹂
に
基
づ
い
て
法
司

(こ
こ
で
は
義
禁
府
)

が
原
案
を
示
し
︑
王
が
﹁
放
b
﹂︑
す
な
わ
ち
釋
放
の
1
決

(
1
付
)

を
下
し
て
法
司
に
施
行
を
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
司
憲
府
で
は
沈
魯
崇
の
﹁
放
b
﹂
に
反
對
の
上
	
を
行
っ
て
い
た
の
で
︑
し
ば
ら

く
は
命
令
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
し
か
し
こ
の
反
對
ô
動
も
よ
う
や
く
收
ま
っ
た
の
で
︑
改
め
て
義
禁
府
か
ら
慶
尙
n
監
司
に

﹁
放
b
﹂
の
命
令
が
傳
~
さ
れ
︑
さ
ら
に
監
司
か
ら
配
U
の
機
張
縣
令
に
﹁
放
b
﹂
の
命
令
が
傳
~
さ
れ
た
︒
な
お
︑﹁
放
b
﹂
の
實
施
後
に
は
︑

そ
の
S
日
を
監
司
に
折
り
4
し
報
吿
し
︑
國
王
へ
の
	
問
の
下
地
と
す
る

︱
︱
だ
い
た
い
以
上
の
內
容
が
︑
監
司
か
ら
配
U
の
機
張
縣
令
に

命
令
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

沈
魯
崇
は
い
わ
ゆ
る
﹁
時
�
﹂
の
一
員
で
あ
り
︑
純
祖
五
年

(一
八
〇
五
)

に
お
け
る
大
王
大
妃

(英
祖
繼
妃
・
貞
純
金
氏
)

の
昇
遐
に
と
も
な

う
﹁
僻
�
﹂
の
失
脚
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
﹁
放
b
﹂
の
恩
赦
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
彼
の
場
合
に
は
õ
接
﹁
放
b
﹂
の
恩
典
が
下
っ
て
い

る
が
︑
一
般
に
は
﹁
表
二
﹂
で
檢
討
し
た
尹
善
n
や
宋
時
烈
の
場
合
の
よ
う
に
︑
い
く
つ
か
の
段
階
を
踏
ん
で
放
b
・
復
官
の
恩
典
が
下
っ
て

い
る

(
表
四
)
︒
以
下
︑
�
も
嚴
し
い
處
罰
の
一
つ
で
あ
る
﹁
圍
籬
安
置
﹂
の
場
合
を
起
點
と
し
て
︑
一
連
の
處
分
の
解
除
の
過
<
を
段
階
"

に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

(
表
五
)
︒
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(
1
)
撤
圍
籬

(
撤
圍
︑
撤
棘
)

｢賜
死
﹂
の
一
步
手
d
に
位
置
す
る
﹁
圍
籬
安
置
罪
人
﹂
に
對

し
て
は
︑
�
初
に
﹁
撤
圍
籬
﹂
の
恩
典
が
下
さ
れ
る
︒
こ
れ
を

﹁
撤
圍
﹂︑﹁
撤
棘
﹂
と
も
い
い
︑
い
ず
れ
も
配
U
の
圍
い
を
撤
去

す
る
こ
と
を
?
味
し
て
い
る
︒﹁
圍
籬
安
置
罪
人
﹂
が
﹁
撤
圍

籬
﹂
の
恩
典
を
0
け
る
と
︑
以
後
の
處
s
は
﹁
安
置
罪
人
﹂
と

同
じ
に
な
る
︒

【事
例
28
︼
尹
善
n

(南
人
)

は
宋
時
烈

(西
人
)

の
禮
說
を

批
1
し
て
咸
鏡
n
の
三
水
に
安
置
さ
れ
た
が
︑
な
お
も
7

り
ず
に
禮
說
を
著
し
︑﹁
庶
子
承
重
︑
不
爲
三
年

(儀
禮
)
﹂

の
﹁
不
﹂
字
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
亦
﹂
字
の
�
り
で
あ
る
な

ど
と
自
說
を
展
開
し
た
た
め
︑
配
U
に
お
い
て
﹁
圍
籬
安

置
﹂
の
處
分
を
加
重
さ
れ
た

(
旣
出
)
︒
し
か
し
︑
そ
の
¤

年
に
は
老
齡
を
理
由
に
﹁
撤
圍
籬
﹂
の
恩
典
を
0
け
た
︒

(﹃
顯
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
顯
宗
三
年
三
S
辛
丑
條

(
127
)

)

d
述
の
と
お
り
︑﹁
圍
籬
安
置
罪
人
﹂
の
處
s
は
﹁
獄
﹂
に
收

東 方 學 報
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表五 解罰と敍用

元の處分 解 罰

(圍籬安置) 撤圍籬

(安置，l竄) 出陸，量移

(付處) 放歸田里 (放�¶里)

(放�¶里，�黜) 放b (外方從¿，京外從¿)

(�去仕版，收吿身) Z給職牒

(罷職) 敍用

表四 處分の減免 (事例)

氏名 (黨�) 恩 典 典 據

尹善n (南人)

撤圍籬 『顯宗實錄』三年三S辛丑條

移配 (光陽縣) 『顯宗實錄』六年二S甲申條

放釋 『顯宗實錄』八年七S癸亥條

復官 『孤山�稿』年�，顯宗十三年條

宋時烈 (西人)

撤圍籬，移配 (淸風郡)
『肅宗實錄』六年五S庚子條
『宋子大9』年�，肅宗六年五S條

放b 『肅宗實錄』六年五S壬子條

敍用 『肅宗實錄』六年十S丁亥條



監
さ
れ
て
1
決
を
待
っ
て
い
る
未
決
囚
︑
ま
た
は
𠛬
の
執
行
を
待
っ
て
い
る
死
𠛬
囚
の
狀
態
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
單
に
﹁
安

置
﹂
と
な
れ
ば
︑
少
し
は
行
動
の
自
由
も
許
さ
れ
︑
時
折
は
外
を
出
步
く
こ
と
な
ど
も
默
�
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う(

128
)

︒

(
2
)
出
陸
︑
量
移

｢撤
圍
籬
﹂
の
恩
典
を
0
け
た
﹁
安
置
罪
人
﹂
は
︑
�
に
﹁
量
移
﹂
の
恩
典
を
0
け
る
︒
量
移
と
は
罪
の
輕
重
を
量
っ
て
︑
い
っ
そ
う
條
件

の
よ
い
配
U
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
︒
こ
の
と
き
﹁
安
置
﹂
の
處
分
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
︑
そ
の
場
合
は
﹁
l
竄
罪
人
﹂
の
處
s

と
同
じ
に
な
る
︒

d
述
の
と
お
り
︑
l
竄
・
安
置
な
ど
の
配
U
は
︑
=
例
︑﹁
l
處
﹂︑﹁
絕
塞

(邊
l
︑
極
邊
)
﹂︑﹁
絕
島
﹂
の
順
に
生
活
の
條
件
が
惡
く
な
る

が
︑
こ
の
う
ち
�
も
條
件
の
嚴
し
い
﹁
絕
島
安
置
｣
︱
︱
略
し
て
﹁
島
置
﹂
と
い
う
︱
︱

の
場
合
は
︑
恩
赦
に
よ
っ
て
ま
ず
﹁
出
陸
﹂
し
︑

つ
ま
り
本
土
に
配
U
を
移
し
︑
ま
た
﹁
l
塞

(邊
l
︑
極
邊
)
﹂
の
配
U
に
あ
っ
た
者
は
︑
比
�
"
に
條
件
の
よ
い
﹁
l
處
﹂
に
配
U
を
移
す
こ

と
が
一
般
"
で
あ
る
︒

【事
例
29
︼
僻
�
の
領
袖
・
金
�
ø(

129
)

は
︑
正
祖
卽
位
年
九
S
に
﹁
絕
島
定
配
﹂
の
處
分
を
0
け
て
黑
山
島
に
定
配
さ
れ
︑
つ
い
で
正
祖
三

年
六
S
に
﹁
圍
籬
安
置
﹂
の
處
分
を
加
重
さ
れ
た
が
︑
正
祖
八
年
八
S
に
至
っ
て
﹁
撤
圍
﹂
の
う
え
﹁
出
陸
﹂
の
恩
典
を
0
け
た
︒
(﹃
正

祖
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
正
祖
八
年
八
S
丙
戌
條

(
130
)

)

黑
山
島
か
ら
﹁
出
陸
﹂
し
た
金
龜
ø
は
︑
具
體
"
に
は
9
羅
n
の
羅
州
に
配
U
を
移
し
て
い
る
が
︑
そ
の
後
︑
正
祖
十
年

(一
七
八
六
)

閏

七
S
に
至
っ
て
配
U
で
死
ë
し
て
い
る(

131
)

︒
�
は
再
び
尹
善
n
の
事
例
︒
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【事
例
30
︼
尹
善
n

(南
人
)

は
老
齡
を
理
由
に
﹁
撤
圍
籬
﹂
の
恩
典
を
0
け
た

(
旣
出
)
︒
配
U
は
引
き
續
き
﹁
三
水
﹂
で
あ
っ
た
が
︑

そ
の
後
︑﹁
南
方
に
定
配
し
︑
こ
れ
を
し
て
渠
の
¶
に
老
死
﹂
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
(﹃
顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
二
S
壬
午
條

(
132
)

)

こ
の
と
き
尹
善
n
は
9
羅
n
南
端
の
光
陽
縣
に
移
配
さ
れ
た
が
︑
そ
の
際
︑
王
は
﹁
安
置
﹂
の
處
分
を
解
除
す
る
こ
と
を
8
確
に
指
示
し
て

い
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
義
禁
府
で
は
光
陽
に
﹁
安
置
﹂
す
る
旨
を
﹁
定
配
單
子
﹂
に
記
入
し
た
が
︑
王
の
叱
責
を
0
け
て
﹁
安
置
﹂
の
處
分

を
撤
回
し
て
い
る(

133
)

︒
こ
れ
に
よ
り
尹
善
n
は
﹁
安
置
﹂
か
ら
﹁
定
配
﹂
へ
︑
つ
ま
り
一
般
"
な
﹁
l
竄
﹂
の
待
s
へ
と
處
分
を
減
等
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
︒
し
か
も
尹
善
n
の
配
U
と
し
て
指
定
さ
れ
た
光
陽
縣
は
︑
か
れ
の
本
貫
で
あ
る
海
南
縣
の
ú
縣
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

﹁
渠か
れ

の
¶
に
老
死
﹂
さ
せ
る
と
い
う
︑
國
王
じ
き
じ
き
の
指
示
に
基
づ
く
特
別
の
恩
典
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

(
3
)
放
歸
田
里

(
放
	


里
)

｢量
移
﹂
の
恩
典
に
よ
っ
て
多
少
と
も
條
件
の
良
い
と
こ
ろ
に
配
U
を
移
し
た
罪
人
は
︑
�
に
﹁
放
歸
田
里
﹂
の
恩
典
を
0
け
る
︒
こ
れ
は

そ
の
�
字
ど
お
り
︑
解
放
し
て
﹁
田
里
﹂
へ
の
歸
Z
を
許
す
と
い
う
處
分
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
¶
里
を
ü
手
に
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑

そ
の
?
味
で
は
依
然
と
し
て
�
放
の
身
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒﹁
放
�
¶
里
﹂
と
い
う
場
合
も
あ
る
が
︑
こ
れ
も
實
質
"
に
は
同
じ

內
容
の
處
分
で
あ
る(

134
)

︒

【事
例
31
︼
肅
宗
二
十
八
年

(一
七
〇
二
)

五
S
︑
南
九
萬

(少
論
)

は
︹
張
希
載

(王
世
子
の
生
母
張
禧
嬪
の
兄
︑
南
人
)

を
擁
護
し
た
﹁
護

ý
﹂
の
罪
で
︺﹁
中
n
付
處
﹂
の
處
分
を
0
け
︑
牙
山
縣
に
付
處
さ
れ
た
が
︑
同
年
十
一
S
の
大
婚

(仁
元
金
氏
の
册
立
)

の
恩
赦
で
﹁
放

歸
田
里
﹂
の
恩
典
を
0
け
た
︒
(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
六
︑
肅
宗
二
十
八
年
五
S
甲
午
條
︑
�
び
卷
三
十
七
︑
肅
宗
二
十
八
年
十
一
S
庚
午
條

(
135
)

)
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ち
な
み
に
︑
崔
昌
大
の
ý
ん
だ
南
九
萬
の
墓
誌
銘(

136
)

に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
南
九
萬
は
牙
山
の
配
U
か
ら
解
放
さ
れ
て
結
城
に
Z
っ
た
と
あ
る

が
︑
同
じ
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
︑
結
城
縣
に
は
か
れ
が
若
き
日
を
過
ご
し
た
田
莊
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
�
で
き
る
︒﹃
忠
淸
n
邑
誌
﹄
に
よ
れ
ば
︑

南
九
萬
の
父
・
南
二
星
は
結
城
縣
の
東
の
�
項
村

(今
の
洪
城
郡
�
項
面
)

に
µ
ん
で
い
た
と
い
う
か
ら(

137
)

︑
お
そ
ら
く
は
こ
の
地
に
南
氏
の
田
莊

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
南
九
萬
は
︑
こ
の
�
項
村
の
﹁
田
里
﹂
に
歸
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
4
)
放
�

(
外
方
從
�
︑
京
外
從
�
)

｢放
歸
田
里
﹂
の
處
分
を
0
け
た
罪
人
は
︑
�
に
﹁
外
方
從
¿
﹂
な
い
し
﹁
京
外
從
¿
﹂
の
恩
典
に
よ
っ
て
︑
順
�
︑
行
動
の
自
由
を
與
え

ら
れ
る(

138
)

︒
d
者
は
京
中

(ソ
ウ
ル
)

以
外
に
お
い
て
自
由
に
居
µ
す
る
こ
と
︑
後
者
は
京
中
・
外
方
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
自
由
に
居
µ
す
る

こ
と
の
許
可
を
?
味
し
て
い
る
︒
た
だ
し
こ
れ
は


に
初
!
の
事
例
で
︑
そ
の
後
の
事
例
で
は
﹁
外
方
從
¿
﹂
と
﹁
京
外
從
¿
﹂
の
區
別
を
せ

ず
︑
た
だ
ち
に
﹁
放
b
﹂
の
恩
典
を
下
す
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
︒
こ
の
場
合
︑﹁
放
b
﹂
と
は
﹁
獄
﹂
ま
た
は
﹁
配
U
﹂
か
ら
釋
放
す
る
こ
と

を
?
味
し
て
い
る
︒

【事
例
32
︼
肅
宗
二
十
年

(一
六
九
四
)
︑
領
議
政
の
權
大
ô

(南
人
)

は
︑
か
つ
て
中
宮

(仁
顯
閔
氏
︑
西
人
)

の
廢
位
を
傍
觀
し
た
罪
を
�

�
さ
れ
て
﹁
絕
島
安
置
﹂
の
處
分
を
0
け
た
が
︑
¤
年
の
恩
赦
で
︑
八
十
歲
を
越
え
る
老
齡
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
﹁
放
歸
田
里
﹂

の
恩
典
を
0
け
︑
さ
ら
に
肅
宗
二
十
五
年

(一
六
九
九
)

の
恩
赦
で
﹁
放
b
﹂
の
恩
典
を
0
け
た
︒
(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
肅
宗
二
十
年
四
S
壬
辰
︑
二

十
一
年
五
S
壬
戌
朔
︑
�
び
二
十
五
年
二
S
甲
辰
條

(
139
)

)

配
U
か
ら
﹁
放
b
﹂
さ
れ
た
罪
人
た
ち
は
︑
法
制
上
﹁
被
謫
蒙
放
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

(秩
)

に
屬
し
︑
そ
の
名

は
.
兵
曹

(政
曹
)
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が
管
理
し
て
い
た
︒
そ
う
し
て
每
年
六
S
・
十
二
S
の
﹁
歲
抄
﹂
の
時
!
に
な
る
と
︑
.
兵
曹
か
ら
恩
赦
の
對
象
者
が
國
王
に
上
	
さ
れ
︑
國

王
の
﹁
點
下
﹂
を
0
け
た
者
は
︑
�
に
﹁
職
牒
Z
給

(職
牒
Z
h
)
﹂
の
恩
典
を
0
け
る(

140
)

︒
�
に
い
う
と
︑﹁
被
謫
蒙
放
人
﹂
の
法
"
地
位
は
︑

﹁
收
吿
身
人

(收
職
牒
人
)
﹂
の
そ
れ
と
同
等
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

(
5
)
職
牒
�
給

(
職
牒
�
�
)

｢職
牒
Z
給
﹂
と
は
︑
法
司
に
沒
收
さ
れ
た
官
職
の
任
命
狀

(
吿
身
︑
職
牒
)

を
4
Z
︑
も
し
く
は
再
發
行
す
る
こ
と
を
い
う
︒
こ
の
恩
典
に

よ
っ
て
︑
官
界
か
ら
�
放
さ
れ
て
い
た
罪
人
た
ち
の
法
"
地
位

(官
職
・
位
階
)

は
︑
よ
う
や
く
�
放
以
d
の
狀
態
に
ま
で
回
復
す
る
︒

【事
例
33
︼
中
宗
四
年

(一
五
〇
九
)

四
S
︑
王
は
囚
徒
︑
お
よ
び
收
職
牒
人
・
罷
職
人
の
リ
ス
ト
の
提
出
を
求
め
︑
大
臣
︑
お
よ
び
.
曹

1
書
申
用
漑
︑
兵
曹
1
書
金
應
箕
︑
𠛬
曹
1
書
金
詮
ら
と
議
論
の
う
え
︑
罷
職
人
四
人
に
敍
用
︑
收
職
牒
人
四
十
餘
人
に
職
牒
Z
h
の
恩

典
を
與
え
た
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
中
宗
四
年
四
S
乙
酉
條

(
141
)

)

右
の
場
合
︑﹁
囚
徒
﹂
の
事
務
を
擔
當
す
る
の
は
𠛬
曹
で
あ
る
が
︑﹁
收
職
牒
人
﹂
お
よ
び
﹁
罷
職
人
﹂
の
事
務
を
擔
當
す
る
の
は
人
事
行
政

を
管
掌
す
る
.
兵
曹
で
あ
っ
た
︒
言
い
奄
え
る
と
︑﹁
職
牒
﹂
の
發
給
︑
沒
收
︑
お
よ
び
再
發
給
は
︑
す
べ
て
.
兵
曹
が
擔
當
す
る
人
事
上
の

處
分
で
あ
っ
て
︑
そ
の
點
︑
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)

が
擔
當
す
る
𠛬
事
"
な
處
分
と
は
性
格
を
衣
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

か
く
し
て
﹁
職
牒
﹂
を
0
け
戾
し
た
官
人
た
ち
は
︑
以
後
︑﹁
d
銜
官
案
﹂
に
登
錄
さ
れ
︑
�
當
な
官
職
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
休

職
官
人
と
し
て
待
機
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑﹁
收
吿
身

(收
職
牒
)
﹂
よ
り
以
d
の
﹁
罷
職
人
﹂
の
處
s
と
同
等
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
︒
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(
6
)
敍
用

罷
職
・
收
吿
身
の
處
分
を
0
け
た
者
は
︑
每
年
六
S
と
十
二
S
に
行
わ
れ
る
﹁
歲
抄
﹂
に
よ
っ
て
王
の
許
し
を
得
れ
ば
︑﹁
罷
職
人
﹂
に
は

敍
用
が
許
さ
れ
︑﹁
收
吿
身
人
﹂
に
は
職
牒

(
吿
身
)

の
Z
給
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(

142
)

︒

こ
れ
に
對
し
︑﹁
�
去
仕
版
﹂
︑
﹁
永
不
敍
用
﹂
な
ど
の
處
分
を
0
け
た
者
の
場
合
は
︑
=
例
︑﹁
歲
抄
﹂
の
對
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑
恩
赦
に
よ
っ
て
當
該
の
處
分
が
解
除
さ
れ
る
と
︑
罷
職
人
︑
收
吿
身
人
の
場
合
と
同
樣
の
手
續
き
を
經
て
﹁
敍
用
﹂
の
對
象
と
す
る

こ
と
が
�
め
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
に
は
年
限
の
規
定
が
あ
り
︑﹁
永
不
敍
用
﹂
の
場
合
は
三
年
後
︑﹁
永
不
除
職
﹂
の
場
合
は
十
年
後
の
恩

赦
で
初
め
て
敍
用
の
對
象
と
な
る(

143
)

︒
﹁
�
去
仕
版
﹂
の
場
合
は
年
限
の
規
定
が
8
ら
か
で
な
い
が
︑
こ
れ
は
﹁
永
不
敍
用
﹂
よ
り
輕
い
處
分
で

あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
二
年
<
度
で
敍
用
の
對
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

か
く
し
て
︑
罷
職
︑
收
吿
身
︑
�
去
仕
版
︑
永
不
敍
用
な
ど
の
處
分
を
0
け
た
官
人
た
ち
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
!
閒
を
經
て
再
び
職
事
官

へ
の
任
命
︑
す
な
わ
ち
﹁
敍
用
﹂
を
0
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
も
っ
と
も
e
²
格
者
の
う
ち
︑
だ
れ
も
が
實
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

は
な
い
︒
官
界
に
e
力
な
庇
護
者
が
い
な
い
か
ぎ
り
は
︑
な
か
な
か
復
職
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

(
7
)
物
故
罪
人

以
上
は
幸
い
に
も
生
d
に
お
い
て
官
界
へ
の
復
歸
を
許
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
が
︑
�
に
︑
そ
れ
が
�
わ
な
い
ま
ま
配
U
の
露
と
æ
え
て
し

ま
っ
た
官
人
た
ち
の
例
も
少
な
く
な
い
︒
こ
の
場
合
︑
配
U
で
死
ë
し
た
﹁
物
故
罪
人
﹂
は
︑
い
わ
ば
そ
の
死
に
よ
っ
て
生
d
の
罪
を
贖
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
︑
以
後
の
恩
赦
に
お
い
て
︑
順
�
︑
官
人
と
し
て
の
名
譽
の
回
復
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
具
體
"
に
は
︑
各
種
の
記
錄

に
お
い
て
そ
の
﹁
罪
名
﹂
を
�
除
し
︑
ま
た
法
司
の
保
管
す
る
﹁
徒
液
案
﹂
か
ら
︑
そ
の
名
d
が
﹁
爻
周

(抹
æ
)
﹂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰

45



【事
例
34
︼
羅
州
に
定
配
さ
れ
て
い
た
僻
�
の
領
袖
・
金
�
ø
が
正
祖
十
年

(一
七
八
六
)

に
物
故
す
る
と
︑
王
は
慈
殿

(英
祖
繼
妃
・
貞
純

金
氏
︑
金
�
ø
の
妹
)

の
悲
し
み
を
慰
め
る
た
め
に
︑
官
僚
た
ち
の
反
對
を
押
し
切
っ
て
金
�
ø
の
﹁
罪
名
﹂
お
よ
び
﹁
徒
液
案
﹂
を
﹁
爻

周

(抹
æ
)
﹂
す
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
(﹃
正
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
二
︑
正
祖
十
年
閏
七
S
癸
巳
條

(
144
)

)

【事
例
35
︼
純
祖
七
年

(一
八
〇
七
)
︑
先
に
辛
酉
年
の
敎
難

(一
八
〇
一
年
の
天


敎
徒
彈
壓
)

で
﹁
賜
死
﹂
の
處
分
を
0
け
た
洪
樂
任
に
つ

い
て
︑
王
は
惠
嬪
洪
氏

(正
祖
の
生
母
︑
洪
樂
任
の
姉
)

の
悲
し
み
を
慰
め
る
た
め
に
︑
官
僚
た
ち
の
反
對
を
押
し
切
っ
て
彼
の
﹁
徒
液
案
﹂

を
﹁
爻
周

(抹
æ
)
﹂
し
︑
か
れ
の
官
職
を
復
す
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
(﹃
純
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
純
祖
七
年
正
S
己
巳
條

(
145
)

)

｢徒
液
案
﹂
と
は
徒
・
液
・
付
處
・
安
置
な
ど
の
︑
各
種
の
配
液
人
の
名

︒
ま
た
﹁
爻
周
﹂
と
は
﹁
�
字
を
抹
æ
す
る
こ
と
﹂
(
�
鮮
總
督

府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
九
七
〇
頁
)
︒
﹁
徒
液
案
﹂
か
ら
名
d
を
抹
æ

(爻
周
)

す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
つ
ま
り
︑
生
d
で
あ
れ
ば
配
U
か
ら
釋
放

(放
b
)

す
る
と
い
う
こ
と
に
等
し
い(

146
)

︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
﹁
罪
﹂
を
許
さ
れ
た
か
ら
抹
æ
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
單
に
死
ë
し
た
か
ら
抹
æ
す

る
と
い
う
?
味
で
は
な
い
こ
と
に
¨
?
し
て
お
き
た
い
︒

こ
う
し
て
配
U
か
ら
死
者
の
靈
を
解
放
す
る
と
︑
�
に
は
﹁
Z
給
職
牒
﹂
の
恩
典
を
下
し
て
官
人
と
し
て
の
名
譽
の
回
復
を
許
す
︒
生
d
の

職
牒

(
吿
身
)

が
Z
給
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
︑
死
者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
子
孫
に
と
っ
て
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て

﹁
門
蔭
﹂
の
特
權
が
回
復
さ
れ
︑
か
つ
祖
先
の
靈
を
祭
る
﹁
神



(位
牌
)
﹂
に
も
そ
の
官
職
を
書
き
入
れ
て
﹁
兩
班
﹂
と
し
て
の
威
嚴
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
だ
け
に
﹁
係
わ
る
と
こ
ろ
は
甚
だ
重
大(

147
)

﹂
で
あ
る
︒

【事
例
36
︼
正
祖
�
の
�
臣
・
徐
e
ú

(少
論
時
�
)

は
︑
正
祖
沒
後
に
僻
�
の
彈
云
に
よ
っ
て
圍
籬
安
置
の
處
分
を
0
け
︑
純
祖
二
年
に
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配
U
の
慶
興
府
で
物
故
し
た
︒
し
か
し
︑
大
王
大
妃

(英
祖
繼
妃
・
貞
純
金
氏
)

の
�
御
に
よ
り
僻
�
の
勢
力
が
失
é
す
る
と
︑
純
祖
六
年

十
一
S
に
﹁
徒
液
案
爻
周
﹂
を
許
さ
れ
︑
¤
十
二
S
に
﹁
職
牒
Z
給
﹂
を
許
さ
れ
て
︑
よ
う
や
く
官
人
と
し
て
の
名
譽
を
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
た
︒
(﹃
純
祖
實
錄
﹄
純
祖
二
年
四
S
辛
丑
朔
條
︑
六
年
十
一
S
丙
午
條
︑
�
び
十
二
S
甲
戌
朔
條

(
148
)

)

こ
の
よ
う
に
︑﹁
徒
液
案
爻
周
﹂
が
許
さ
れ
れ
ば
︑
=
例
︑
閒
も
な
く
﹁
職
牒
Z
給
﹂
も
許
さ
れ
る
の
で
︑
子
孫
た
ち
は
早
手
回
し
に
︑
當

該
人
の
﹁
位
牌
﹂
に
生
d
の
官
職
名
を
書
き
�
む
こ
と
も
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
國
家
の
�
め
た
こ
と
で
は
な
い
が
︑
正
祖
は
﹁
�
家
忠

厚
之
風
﹂
に
鑑
み
て
特
に
禁
壓
す
る
必
L
は
な
い
と
し
て
こ
の
種
の
風
潮
を
默
�
し
て
い
た
と
い
う(

149
)

︒

一
體
︑
官
職
の
與
奪
は
國
王
の
大
權
事
項
で
あ
っ
て
︑
た
と
え
死
後
の
こ
と
と
は
い
え
︑
臣
下
が
ü
手
に
名
乘
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
正
祖
が
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
默
�
し
た
の
は
︑
結
局
︑﹁
兩
班
﹂
の
身
分
は
國
王
で
あ
っ
て
も
與
奪
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
︑
當
時
の
兩
班
社
會
の
=
念
に
從
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒

も
と
も
と
﹁
兩
班
﹂
の
身
分
は
︑
國
王
の
與
奪
す
る
﹁
官
職
﹂
に
よ
っ
て
成
立
す
る
︒
し
か
し
︑﹁
官
職
﹂
を
0
け
る
官
人
が
そ
の
政
治
"

な
地
位
を
=
し
て
家
門
の
名
譽
を
確
立
す
る
と
︑
今
度
は
官
職
の
e
無
に
拘
わ
ら
ず
︑
官
職
を
0
け
る
に
相
應
し
い
と
�
知
さ
れ
た
家
門
の
出

身
者
た
ち
が
﹁
兩
班
﹂
と
し
て
の
社
會
"
な
名
聲
を
享
0
す
る
に
至
り
︑
そ
う
な
る
と
﹁
官
職
﹂
與
奪
の
權
限
を
握
る
國
王
で
す
ら
﹁
兩
班
﹂

の
も
つ
社
會
"
な
威
信
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

官
人
た
る
者
︑
政
治
"
な
波
�
に
よ
っ
て
官
界
に
�
沈
す
る
こ
と
は
當
然
で
あ
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
﹁
配
U
﹂
で
死
を
j
え
る
こ
と
も

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
死
を
j
え
た
官
人
た
ち
は
︑
結
局
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
罪
の
贖
い
を
得
︑
い
ず
れ
は
國
王
の
發
布
す
る
恩
赦
に
よ
っ
て
官

人
と
し
て
の
名
譽
の
回
復
を
果
た
す
︒

正
祖
六
年

(一
七
八
二
)
︑
國
王
は
�
孝
世
子(

150
)

�
生
の
慶
祝
の
恩
赦
で
︑
實
に
﹁
三
千
一
百
三
十
七
人
﹂
に
の
ぼ
る
罪
囚
を
駅
放

(釋
放
)

し
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た
が(

151
)

︑
そ
の
と
き
﹁
中
>
付
處
﹂
の
處
分
を
0
け
て
洪
州
の
配
U
で
物
故
し
た
申
晦(

152
)

や
︑﹁
l
竄
﹂
の
處
分
を
0
け
て
﹁
蒙
放
﹂
の
後
に
物
故

し
た
韓
}
姶

謩(
153
)

︑﹁
屛
裔

(
l
竄
)
﹂
の
處
分
を
0
け
て
物
故
し
た
®
義
~(

154
)

な
ど
に
對
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
申
晦
に
は
﹁
職
牒
Z
給
﹂
の
恩
典
を
與

え
︑
韓
}
姶

謩
に
は
﹁
罪
名
﹂
お
よ
び
﹁
徒
液
案
﹂
の
﹁
爻
周

(抹
æ
)
﹂
を
許
し
︑
®
義
~
に
は
﹁
放
b
﹂
の
恩
典
を
與
え
て
い
る(

155
)

︒
こ
の
と

き
﹁
京
・
外
の
謫
籍
は
す
っ
か
り
空
に
な
っ
た

(京
外
謫
籍
盡
空
)
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
﹁
謫
籍
﹂
の
な
か
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
す

で
に
物
故
し
て
久
し
い
罪
人
た
ち
の
記
錄
も
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

つ
い
で
高
宗
�
の
初
年
︑
大
院
君
に
よ
る
﹁
世
n
政
治
﹂
の
も
と
に
行
わ
れ
た
恩
赦
に
お
い
て
は
︑﹁
仁
祖
以
來
﹂
の
黨
爭
に
よ
る
﹁
冤
氣

鬱
結
﹂
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
︑
大
�
罪
以
外
の
四
百
人
の
﹁
罪
案
﹂
が
除
か
れ
︑
そ
の
子
孫
に
﹁
敍
用
﹂
の
恩
典
が
施
さ
れ
た
と
い
う(

156
)

︒
こ

の
﹁
四
百
人
﹂
の
な
か
に
も
︑
や
は
り
少
な
か
ら
ぬ
數
の
物
故
者
が
含
ま
れ
︑
そ
の
記
錄
が
彼
ら
の
子
孫
の
官
界
に
お
け
る
出
仕
の
妨
げ
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
彼
ら
は
﹁
兩
班
﹂
と
し
て
の
矜
持
を
も
ち
︑
い
つ
し
か
官
界
に
復
歸
す
る
日
が
來
る
こ
と
を
待
ち
Ý
ん

で
い
た
︒
そ
の
輿
論
に
王
が
j﹅

合﹅

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
時
に
大
規
模
な
恩
赦

(大
霈
)

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
は
�
鮮
國
王
が
官
人
身
分
の
者
に
對
し
て
下
し
た
一
連
の
處
罰
の
體
系
を
8
ら
か
に
し
た
が
︑
そ
れ
は
﹁
律
﹂
に
規
定
す
る
﹁
五

𠛬
﹂
の
體
系
と
は
い
ち
お
う
別
個
の
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ば
﹁
𠛬
﹂
に
對
す
る
﹁
罰
﹂
の
體
系
で
あ
っ
た
と
い
え
る(

157
)

︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
︑
君

臣
關
係
と
い
う
特
殊
な
倫
理
に
基
づ
き
︑
官
人
身
分
の
者
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
の
處
分
と
し
て
︑
國
王
の
個﹅

人﹅

"﹅

な﹅

?﹅

思﹅

に
よ
っ
て
發
令
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒
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法
曹
の
勘
斷
は
︑
宜
し
く
律
例
を
�ひ

く
べ
き
も
︑
し
か
も
特
敎
の
處
分
は
︑
事
體
同
じ
か
ら
ず
︒
(﹃
高
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
元
年
三
S
初
五
日
條

(
158
)

)

右
の
﹃
實
錄
﹄
の
一
;
は
︑
國
王
の
﹁
特
敎
處
分
﹂
が
﹁
律
例
﹂
の
規
定
を
も
超
越
す
る
と
い
う
當
時
の
法
制
の
原
則
を
端
"
に
指
摘
し
た

も
の
で
あ
る
が
︑
官
人
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
と
は
︑
ま
さ
し
く
﹁
律
例
﹂
に
よ
る
﹁
𠛬
﹂
で
は
な
く
︑
王
の
﹁
特
敎
處
分
﹂
に
よ
る
﹁
罰
﹂
と

し
て
下
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
︒

一
體
︑
A
代
法
に
は
﹁
一
事
不
再
理
﹂
の
原
則
が
あ
り
︑
一
度
確
定
1
決
の
下
っ
た
事
案
に
つ
い
て
再
び
公
訴
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒

そ
の
原
則
か
ら
い
う
と
︑
本
稿
で
檢
討
し
た
數
多
く
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
一
旦
處
罰
さ
れ
た
官
人
に
對
し
て
繰
り
4
し
そ
の
﹁
罪
﹂

を
�
�
す
る
�
鮮
時
代
の
法
の
あ
り
方
は
︑
一
見
︑
い
か
に
も
出
C
目
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
﹁
囚
禁
・
推
鞫
・
照
律
﹂
と
い
う

正
規
の
手
續
き(

159
)

を
踏
ん
で
行
わ
れ
る
﹁
五
𠛬
﹂
の
𠛬
罰
と
は
別
個
の
も
の
で
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
こ
に
は
﹁
律
﹂
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
1
決

の
客
觀
性
な
い
し
確
定
力
と
い
う
も
の
が
缺
如
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒

王
に
よ
る
﹁
特
敎
處
分
﹂
は
﹁
律
﹂
の
規
定
を
超
越
し
て
い
る
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
こ
に
は
法
"
な
?
味
で
の
確
定
力
が
缺
如
し
て
い
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑﹁
律
﹂
に
よ
る
1
決
に
も
A
代
"
な
?
味
で
の
確
定
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
相
對
"
に
は
︑
よ
り
客
觀
"
な

基
準

(律
)

に
基
づ
く
1
決
と
し
て
そ
の
確
定
力
が
保
障
さ
れ
て
い
る

︱
︱
な
い
し
は
!
待
さ
れ
て
い
る
︱
︱

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
三
司
は
﹁
律
﹂
の
規
定
ど
お
り
の
處
分

(具
體
"
に
は
死
𠛬
)

を
L
求
し
て
や
ま
な
い
︒
し
か
し
︑
國
王
の
個
人
"
な
?
思
に
基

づ
く
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
の
場
合
に
は
︑
そ
も
そ
も
ど
の
<
度
の
處
分
が
�
當
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
客
觀
"
な
基
準
が
な
く
︑
し
た
が
っ

て
そ
の
處
分
に
も
確
定
力
が
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
た
め
︑
法
"
な
確
定
力
を
も
た
な
い
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
に
對
し
て
は
︑
士
大
夫
の
輿
論
を
代
表
す
る
﹁
三
司
﹂︑
と
り
わ
け
司
憲

府
・
司
諫
院
の
﹁
兩
司
﹂
が
し
ば
し
ば
反
對
の
上
	
を
行
い
︑
一
旦
下
さ
れ
た
王
命
の
撤
回
を
強
く
求
め
る
こ
と
に
も
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
三

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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司
に
よ
る
反
對
上
	

︱
︱
一
種
の
不
¸
申
し
立
て
︱
︱

が
繼
續
し
て
い
る
限
り
は
︑
王﹅

命﹅

と﹅

い﹅

え﹅

ど﹅

も﹅

そ﹅

れ﹅

を﹅

執﹅

行﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

は﹅

で﹅

き﹅

な﹅

い﹅

︒(
160
)

三
司
に
よ
る
反
對
上
	
が
收
束
し
︑
三
司
が
王
命
に
同
?
を
與
え
る
こ
と

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
停
	
｣
︱
︱

に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
行
政

機
關
は
王
命
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る(

161
)

︒

こ
の
原
則
は
行
政
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
が
︑
と
り
わ
け
官
人
に
對
す
る
處
罰
の
�
否
は
﹁
三
司
﹂
に
よ
る
言
論
攻
擊
の
恰
好
の
題
材
と

な
っ
た
︒
官
人
に
對
す
る
﹁
7
戒
﹂
の
處
分
が
そ
の
﹁
罪
﹂
の
重
さ
に
對
し
て
�
當
か
ど
う
か
︱
︱
そ
れ
を
1
斷
す
る
の
は
一
義
"
に
は
任

命
權
者
と
し
て
の
國
王
で
あ
る
が
︑
國
王
の
1
斷
は
士
大
夫
の
﹁
公
論
﹂
を
度
外
視
し
て
は
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
し
か
も
そ
の
﹁
公

論
﹂
は
黨
爭
に
よ
り
﹁
老
少
南
北
﹂
の
四
色
に
分
裂
し
て
歸
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
こ
う
し
た
條
件
の
も
と
で
は
︑
國
王
に
よ
る
處
分
が
二

轉
三
轉
し
︑
�
々
と
處
分
が
加
重
さ
れ
た
り
︑
ま
た
減
免
さ
れ
た
り
す
る
の
も
當
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

な
る
ほ
ど
︑
國
王
の
?
思
は
﹁
律
﹂
の
規
定
を
も
超
越
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
官
人
に
對
す
る
處
罰
は
人
事
權
と
同
樣
︑
國
王
の
み
が
行
使

す
る
大
權
事
項
に
屬
し
て
い
た
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
﹁
三
司
﹂
に
代
表
さ
れ
る
士
大
夫
の
﹁
公
論
﹂
は
そ
れ
を
規
制
し
︑
王
の
恣
?
を
防
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

黨
爭
!
に
お
け
る
﹃
�
鮮
王
�
實
錄
﹄
の
記
事
は
︑﹁
公
論
﹂
に
基
づ
い
て
﹁
律
例
﹂
ど
お
り
の
處
罰
を
求
め
る
﹁
三
司
﹂
の
上
駅
�
と
︑

そ
の
言
論
壓
力
に
ず
る
ず
る
と
押
し
切
ら
れ
て
い
く
國
王
の
批
答
�
と
で
︑
ほ
と
ん
ど
埋
め
盡
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
奄
局

(閣
僚
總
入
れ
替
え
)
﹂
に
よ
っ
て
黨
�
の
爭
い
を
制
御
し
よ
う
と
し
た
肅
宗
や
︑﹁
蕩
*
策
﹂
に
よ
っ
て
四
色
黨
�
の
均
等
な

登
用
を
目
指
し
た
英
祖
・
正
祖
な
ど
︑
相
對
"
な
?
味
で
君


權
力
の
絕
對
�
が
圖
ら
れ
た
時
代
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
︒﹃
�
鮮
王
�
實
錄
﹄
の
︑
と
り
わ
け
黨
爭
!
以
影
の
﹃
實
錄
﹄
に
は
︑﹁
律
﹂
を
超
越
し
つ
つ
︑
し
か
も
﹁
律
﹂
の
確
定
力
を
缺
い
た

專
制
君


の
權
力
が
︑
士
大
夫
社
會
を
代
表
す
る
﹁
三
司
﹂
の
﹁
公
論
﹂
の
な
か
に
埋
沒
し
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

東 方 學 報
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註(1
)

南
紀
濟
﹃
我
我
錄
﹄
下
︑
十
二
士
禍

(﹃
稗
林
﹄
U
收
本
)︑
參
照
︒
具
體
"
に
は
︑

癸
酉
士
禍

(端
宗
元
年
︑
一
四
五
三
)︑
丙
子
士
禍

(世
祖
二
年
︑
一
四
五
六
)︑

戊
午
士
禍

(燕
山
君
四
年
︑
一
四
九
八
)︑
甲
子
士
禍

(燕
山
君
十
年
︑
一
五
〇

四
)︑
己
卯
士
禍

(中
宗
十
四
年
︑
一
五
一
九
)︑
辛
巳
士
禍

(中
宗
十
六
年
︑
一

五
二
一
)︑
乙
巳
士
禍

(仁
宗
元
年
︑
一
五
四
五
)︑
丁
未
・
己
酉
士
禍

(
8
宗
二

年
・
四
年
︑
一
五
四
七
︑
一
五
四
九
)
壬
子
士
禍

(光
海
君
四
年
︑
一
六
一
二
)︑

癸
丑
士
禍

(光
海
君
五
年
︑
一
六
一
三
)︑
己
巳
士
禍

(肅
宗
十
五
年
︑
一
六
八

九
)︑
辛
丑
・
壬
寅
士
禍

(景
宗
元
年
︑
二
年
︑
一
七
二
一
︑
一
七
二
二
)
等
を

指
し
て
言
う
︒

(2
)

四
方
�
﹁
舊
來
の
�
鮮
社
會
の
歷
�
"
性
格
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
鮮
社
會
經
濟
�
硏

究
﹄︹
下
︺
U
收
︑
一
九
七
六
年
︑
東
京
︑
國
書
刊
行
會
)︑
崔
承
煕
﹃
�
鮮
初
!

言
官
・
言
論
硏
究
﹄
(一
九
七
六
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
ソ
ウ
ル
大
學
校
出
版
部
)︑
同

﹃
�
鮮
初
!
言
論
�
硏
究
﹄

(二
〇
〇
四
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
知
識
產
業
社
)︑
宋
贊
�

﹁
�
鮮
�
士
林
政
治
の
權
力
Á
	
︱
︱
銓
郞
と
三
司
を
中
心
に
﹂
(﹃
�
鮮
後
!
社

會
經
濟
�
の
硏
究
﹄
U
收
︑
一
九
九
七
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)
等
︑
參
照
︒

(3
)

關
連
す
る


な
硏
究
成
果
と
し
て
は
�
の
も
の
が
あ
る
︒
徐
壹
敎
﹃
�
鮮
王
�
𠛬

事
制
度
の
硏
究
﹄
(一
九
六
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
韓
國
法
令
�
纂
會
)︑
金
淇
春
﹃
�

鮮
時
代
𠛬
典
﹄
(一
九
九
〇
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
三
英
社
)︑
池
哲
瑚
﹁
�
鮮
d
!
の
液

𠛬
﹂
(﹃
法
�
學
硏
究
﹄
第
八
號
︑
韓
國
法
�
學
會
︑
一
九
八
五
年
)︑
李
成
茂

﹁﹃
經
國
大
典
﹄
の
�
纂
と
﹃
大
8
律
﹄﹂
(﹃
歷
�
學
報
﹄
第
百
二
十
五
輯
︑
一
九

九
〇
年
︒﹃
�
鮮
兩
班
社
會
硏
究
﹄
U
收
︑
一
九
九
五
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑

兪
起
濬
﹁
�
鮮
初
!
奴
婢
犯
罪
と
𠛬
政
﹂
(﹃
湖
西
�
學
﹄
第
十
六
輯
︑
一
九
八
八

年
)︑
同
﹁
�
鮮
初
!
贖
𠛬
に
對
し
て
﹂
(﹃
湖
西
�
學
﹄
第
十
九
・
二
十
合
輯
︑

一
九
九
三
年
)︑
沈
載
祐
﹁
�
鮮
d
!
液
配
𠛬
と
液
配
生
活
﹂
(﹃
國
�
館
論
叢
﹄

第
九
十
二
輯
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑
尹
薰
杓
﹁
�
鮮
初
!
附
過
法
施
行
﹂
(﹃
韓
國
�

學
報
﹄
第
二
十
四
號
︑
二
〇
〇
六
年
︑
高
麗
�
學
會
)︒

(4
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
笞
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
林
﹄
第
八
十
二
卷
第
二
號
︑
一
九

九
九
年
三
S
︑
京
都
︑
�
學
硏
究
會
)
︑﹁
�
鮮
初
!
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
梅

原
郁
�
﹃
d
A
代
中
國
の
𠛬
罰
﹄
U
收
︑
一
九
九
六
年
十
二
S
︑
京
都
︑
京
都
大

學
人
�
科
學
硏
究
U
)︒

(5
)

『擇
里
志
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
成
均
大
學
校
大
東
�
�
硏
究
院
刊
﹃
A
畿
實
學

淵
源
諸
賢
集
﹄︹
六
︺
U
收
の
影
印
本

(奎
違
閣
U
藏
八
十
一
張
本
)︑
乙
酉
�
�

社
刊
行
の
排
印
・
韓
譯
本
︑
*
凡
社
東
洋
�
庫
U
收
の
排
印
・
邦
譯
本

(
*
木
實

譯
)
等
が
あ
る
︒

(6
)

『擇
里
志
﹄
卜
居
・
人
心

蓋
我
國
官
制
︑
衣
於
上
世
︒
雖
置
三
公
六
卿
︑
董
F

諸
司
︑
然
歸
重
臺
閣
︑
設
風
聞
・
�
+
・
處
置
之
規
︑
專
以
議
論
爲
政
︒

(7
)

『容
齋
隨
筆
﹄
四
筆
︑
卷
十
一
︑
御
�
風
聞

御
�
許
風
聞
論
事
︑
相
承
e
此
言
︑

而
不
究
U
以
從
來
︒
以
予
考
之
︑
蓋
自
晉
・
宋
以
下
如
此
︒

(8
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
宣
祖
十
六
年
閏
二
S
丙
子
條

司
憲
府
	
︑﹁
陽
城
縣
監

朴
懋
貪
鄙
︑
p
罷
︒
司
強
僉
正
金
希
哲
昏
±
︑
p
遞
︒﹂
答
曰
︑﹁
金
希
哲
︑
依
	
︒

朴
懋
︑
今
此
農
時
︑
守
令
以
風
聞
遞
之
︑
不
可
︒
貪
鄙
云
者
︑
何
事
︒
何
以
爲
之

耶
︒
回
	
︒﹂
回
	
曰
︑﹁
雖
不
可
指
爲
某
事
︑
d
後
爲
守
令
︑
以
徵
斂
爲
事
︑
物

議
Q
播
︒
故
論
	
矣
︒﹂
傳
曰
︑﹁
推
考
︑
使
之
知
戒
︒
﹂
後
允
之
︒

(9
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
十
二
︑
太
祖
六
年
九
S
己
巳
條

都
 
議
使
司
上
言
︑
﹁
憲
司
云

六
品
以
上
官
︑
雖
笞
罪
︑
必
收
職
牒
︑
實
爲
d
�
�
法
︒
乞
依
�
廷
律
�
﹃
凡
內

外
大
小
軍
民
衙
門
官
.
︑
犯
公
罪
該
笞
者
︑
官
收
贖
﹄
︑﹃
凡
�
官
犯
私
罪
笞
四
十

以
下
︑
附
過
Z
職
︒
笞
五
十
者
︑
解
見
任
︑
別
敍
﹄
之
�
︑
六
品
以
上
員
︑
U
犯

罪
狀
︑
准
備
推
考
︑
以
罪
狀
輕
重
︑
杖
以
上
罪
︑
申
聞
︑
收
謝
牒
︑
鞫
問
︒
笞
罪
︑

不
許
收
職
牒
︑
以
公
緘
問
備
罪
狀
︑
緣
由
具
錄
︑
X
使
司
量
罪
︑
移
�
Y
軍
︑
決

笞
Z
任
︒﹂
上
從
之
︒

(10
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
禁
制

外
官
U
犯
︑
貪
汚
_
民
外
︑
勿
許
風
聞
擧
云
︒

(11
)

『睿
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
睿
宗
元
年
閏
二
S
丙
寅
條

司
憲
府
上
駅
曰
︑﹁
舊
例
︑
本

府
風
聞
公
事
︑
如
大
臣
不
法
︑
守
令
貪
汚
・
_
民
︑
`
女
失
行
︑
人
子
不
孝
︑
疎

a
正
妻
︑
一
應
關
係
綱
常
︑
︹
汚
染
︺
風
俗
等
事
︑
隨
U
聞
見
︑
卽
加
推
云
︑
如

其
得
]
︑
	
聞
科
罪
︒
故
爲
惡
於
隱
�
之
中
者
︑
常
若
十
目
U
視
︑
不
敢
縱
也
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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況
世
祖
大
王
傳
旨
內
︑﹃
凡
關
係
綱
常
︑
汚
染
風
俗
︑
京
外
官
.
︑
貪
汚
_
民
︑

不
法
等
事
︑
風
聞
擧
云
︒﹄
今
臣
等
風
聞
	
~
事
︑
若
覈
傳
傳
發
言
者
︑
臣
恐
自

後
無
復
與
臺
諫
言
者
︒
臺
諫
亦
不
得
以
風
聞
	
~
推
覈
︑
言
路
}
塞
︑
爲
惡
者
︑

無
U
忌
憚
︑
非
細
故
也
︒
伏
惟
睿
鑑
裁
擇
︒
⁝
⁝
﹂
(＊
世
祖
の
﹁
傳
旨
﹂
に

﹁
關
係
綱
常
︑
汚
染
風
俗
﹂
と
あ
る
の
で
︑
d
段
の
﹁
舊
例
﹂
に
も
﹁
汚
染
﹂
の

二
字
を
補
填
し
て
お
く
︒
)

(12
)

同
右
︒

(13
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
二
︑
中
宗
十
年
八
S
己
未
條

傳
曰
︑﹁
國
家
待
大
臣
至
重
︑

故
若
關
係
大
事
︑
則
推
之
矣
︒
其
餘
小
小
待
罪
之
事
︑
則
皆
令
勿
待
罪
者
︑
以
其

重
待
大
臣
也
︒
頃
者
諫
院
以
爲
︑
監
司
之
0
委
方
面
者
︑
大
事
則
已
矣
︑
其
如
小

失
︑
不
可
皆
推
云
︒
是
亦
以
待
大
臣
爲
重
而
然
也
︒
常
時
如
三
公
︑
則
	
而
推
之
︑

輔
國
崇
祿
以
下
︑
則
不
	
而
直
推
︑
乃
憲
府
之
例
也
︒
若
關
係
事
︑
則
當
推
矣
︒

只
問
備
而
已
︑
則
不
必
皆
出
公
緘
推
之
︒
是
?
當
斟
�
處
之
︑
可
也
︒
予
非
以
憲

府
推
其
不
當
推
之
人
也
︒
印
非
仍
e
U
失
而
然
也
︒
但
A
多
e
直
推
大
臣
之
事
︑

欲
使
憲
府
知
此
?
也
︒﹂
○
﹃
�
鮮
中
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
四
︑
中
宗
十
一
年
二
S

戊
午
條

(
d
略
)
持
*
�
瓘
	
曰
︑﹁
大
抵
侍
從
�
凡
�
士
之
被
推
者
︑
必
出
公

緘
以
問
︑
遲
則
例
v
使
令
促
之
︒
以
其
出
公
緘
爲
0
辱
云
︑
未
敢
知
也
︒
雖
一
品

宰
相
︑
非
正
一
品
︑
則
不
入
	
而
出
公
緘
推
之
︒
弘
�
館
敢
以
如
是
之
言
︑
	
於

上
d
︑
事
甚
可
駭
︒
臺
諫
0
言
責
︑
雖
e
U
失
︑
當
優
容
︑
而
e
口
者
皆
欲
攻
之
︑

則
豈
得
盡
其
言
乎
︒
臺
諫
持
�
廷
紀
綱
者
也
︒
弘
�
館
以
其
出
公
緘
爲
汚
辱
︑
此

反
汚
辱
�
廷
也
︒
p
遞
而
推
之
︒﹂
不
從
︒

(14
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
二
︑
中
宗
二
年
閏
正
S
庚
戌
條

憲
府
	
曰
︑﹁
f
宣
傳
官
朴
良
︑

乃
朴
永
�
後
室
之
子
︒
永
�
後
妻
︑
卽
黃
孝
源
妾
女
子
︒
庶
賤
不
宜
h
東
西
班
之

職
︑
兵
曹
必
用
]
擬
Ý
︒
1
書
以
下
︑
則
本
府
當
出
公
緘
推
問
︒
f
1
書
︑
p
竝

推
問
︒﹂
上
曰
︑﹁
不
須
推
問
︒
朴
良
則
當
問
而
處
之
︒﹂

(15
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
八
十
九
︑
宣
祖
三
十
年
六
S
丁
丑
條

持
*
南
以
信
﹇
座
目
同

上
﹈
來
	
曰
︑﹁
⁝
⁝
昨
日
南
別
宮
行
幸
時
︑
百
官
下
馬
班
立
︑
未
�
之
際
︑
定

l
君
U
F
下
人
︑
與
左
議
政
金
應
南
下
人
持
馬
者
︑
爭
路
相
詰
︑
而
宮
奴
等
群
聚

亂
打
︑
至
以
上
馬
臺
撲
擊
︑
極
其
殘
傷
︑
液
血
淋
漓
︑
擔
舁
而
去
︒
定
l
・
順
和

兩
君
︑
�
馬
立
視
︑
k
不
禁
戢
︒
非
但
大
小
侍
衞
之
人
︑
相
&
失
色
︑
K
人
之
列

立
觀
光
者
︑
莫
不
竊
語
而
駭
視
︒
凡
在
瞻
聽
︑
擧
皆
驚
愕
︒
p
定
l
君
姶

琈
︑
順
和

君
彊
︑
幷
命
推
考
︒
⁝
⁝
﹂
答
曰
︑
﹁
⁝
⁝
定
l
君
推
考
︑
依
	
︒
旣
曰
其
下
人
︑

則
順
和
君
︑
未
可
竝
推
︒
⁝
⁝
﹂

(16
)

『默
齋
日
記
﹄
二

(﹃
大
東
野
乘
﹄
U
收
本
)

大
槪
︑
兩
司
合
	
之
規
︑
雖
論
云

大
臣
・
重
臣
︑
必
待
中
學
一
會
︑
論
議
歸
一
︑
然
後
始
爲
論
	
︒
乃
U
以
重
其
事

也
︒

(17
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
九
十
︑
成
宗
二
十
五
年
五
S
己
丑
條

臺
諫
	
曰
︑﹁
聞
尹

壕
今
日
已
上
官
︒
臺
諫
合
司
論
	
︑
是
�
廷
公
議
也
︒
而
壕
乃
冒
出
︑
是
不
e
臺

諫
︑
不
e
�
廷
也
︒
驕
蹇
莫
甚
︒
p
推
之
︒﹂

(18
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
太
宗
三
年
四
S
丙
寅
條

司
憲
持
*
朴
n
弘
︑
爲
知
海
豐

郡
事
︒
左
獻
+
韓
皐
︑
爲
仁
同
監
務
︒
初
︑
憲
府
使
人
督
匠
人
於
長
興
庫
︑
庫
以

無
d
例
不
應
︒
持
*
朴
n
弘
︑
笞
庫
.
︒
�
停
�
禁
𠛬
之
日
也
︒
庫
使
金
涉
︑
言

於
獻
+
韓
皐
曰
︑﹁
庫
本
多
務
︑
n
弘
𠛬
.
於
禁
𠛬
之
日
︒
子
於
n
弘
︑
親
也
︒

p
以
義
責
之
︒﹂
皐
以
言
︒
n
弘
︑
�
+
不
仕
︒
憲
府
云
涉
守
直
︑
p
收
職
牒
︑

鞫
問
其
罪
︒
上
召
掌
務
・
持
*
金
8
理
曰
︑
﹁
不
b
匠
人
︑
是
豈
鞫
問
之
罪
乎
︒

以
小
事
而
輕
罪
�
士
︑
甚
不
可
也
︒﹂
8
理
曰
︑﹁
非
以
不
b
匠
人
爲
罪
︑
乃
以
囑

諫
院
︑
欲
云
n
弘
爲
罪
耳
︒
臺
諫
È
惡
久
矣
︒
今
臣
等
特
承
殿
下
之
敎
︑
庶
底
和

睦
︑
而
涉
乃
欲
«
亂
︒
臣
等
以
故
p
罪
︒﹂
上
曰
︑﹁
不
可
︒
豈
可
不
知
其
實
︑
而

遽
罪
之
乎
︒
原
其
初
︑
亦
小
事
也
︒
勿
再
p
︒﹂
至
是
︑
出
二
人
于
外
︒

(19
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
九
︑
中
宗
十
五
年
六
S
乙
亥
條

持
*
金
銛
	
曰
︑﹁
丁
丑

年

(中
宗
十
二
年
︑
一
五
一
七
)︑
臺
諫
拒
命
牌
事
︑
右
議
政

(李
惟
淸
)
於
�

�
	
之
︒
臣
時
爲
正
言
︑
不
能
�
而
從
衆
︑
在
職
未
安
︒
p
遞
︒﹂
上
曰
︑﹁
其
事

已
久
︒
臺
諫
亦
豈
一
心
哉
︒
不
可
�
論
︒
勿
辭
︒﹂
再
	
曰
︑﹁
�
命
︑
天
地
不
容

之
罪
︒
況
臺
諫
非
常
之
職
乎
︒
p
遞
︒
﹂
上
曰
︑
﹁
其
時
牽
於
彼
類
而
爲
之
耳
︒
且

一
人
辭
免
︑
餘
皆
未
安
︒
勿
辭
︒﹂
執
義
蘇
世
讓
	
曰
︑﹁
臣
亦
其
時
爲
掌
令
︑
僉

謂
臺
諫
言
未
得
行
︑
數
數
À
來
︑
徒
爲
�
具
耳
︒
d
�
時
︑
臺
諫
言
不
行
︑
則
或
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杜
門
不
出
︑
或
�
居
鄕
曲
︑
故
如
是
︒
而
A
來
U
無
之
事
也
︒
時
人
皆
非
之
︑
今

亦
e
議
︒
在
職
未
安
︒
p
遞
︒﹂
上
曰
︑﹁
臺
諫
之
?
不
同
︑
非
爾
己
?
︒
且
經
筵

時
︑
出
於
言
端
︑
非
爲
�
論
也
︒
勿
辭
︒﹂
再
	
曰
︑﹁
臺
諫
之
事
︑
同
議
爲
之
︑

非
一
人
之
?
也
︒
臣
之
在
職
︑
實
未
安
心
︒
上
敎
如
此
︒
當
�
待
物
論
︒﹂

(20
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
肅
宗
八
年
十
一
S
丙
辰
條

是
日
︑
行
�
武
科
殿
試
︒

諸
臺
竝
�
牌
︒
以
申
姶

懹
爲
司
諫
︑
李
墪
爲
獻
+
︒
姶

懹
以
不
可
衣
同
於
右
僚
之
?
︑

引
�
︒
上
命
勿
辭
︑
亦
勿
�
待
︑
俾
卽
�
參
︒
姶

懹
À
參
後
︑
印
以
自
壞
臺
體
引
�
︒

墪
亦
以
此
引
�
︒
玉
堂
處
置
︑
出
仕
︒
墪
以
推
緘
未
勘
︑
遞
差
︒

(21
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
十
年
七
S
己
未
條

大
司
憲
張
維
引
�
曰
︑﹁
臣
頃
於

國
恤
之
初
︑
老
母
病
勢
苦
重
︑
私
]
切
�
︑
À
來
救
藥
︑
未
免
經
宿
私
第
︒
d
日

臺
官
︑
旣
以
此
引
�
︒
p
遞
臣
職
︒﹂
答
曰
︑﹁
勿
辭
︒﹂
憲
府
處
置
以
爲
︑﹁
老
母

病
重
︑
則
À
來
救
藥
︑
]
理
當
然
︒
p
命
出
仕
︒﹂
上
從
之
︒

(22
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
五
S
戊
戌
條

持
*
廉
友
赫
	
曰
︑﹁
臺

官
入
本
府
時
︑
諸
監
察
出
j
于
中
門
外
︑
臺
官
至
而
答
揖
︑
例
也
︒
臣
於
今
日

將
行
相
會
禮
於
本
府
︑
而
監
察
無
一
人
出
待
者
︒
無
非
臣
地
�
Ý
輕
之
致
︑
不
可

抗
顏
仍
冒
︒﹂
憲
府
p
廉
友
赫
出
仕
︑
監
察
之
不
出
者
推
考
︒
上
從
之
︒

(23
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
仁
祖
十
一
年
十
一
S
丁
未
條

正
言
®
雷
卿
	
曰
︑

﹁
⁝
⁝
韓
亨
吉
濫
𠛬
殘
酸
之
狀
︑
傳
者
藉
藉
︒
臣
時
在
言
地
︑
隨
U
聞
而
論
之
︑

非
e
一
毫
私
?
於
其
閒
也
︒
頃
者
偶
與
副
提
學
®
百
昌
︑
相
s
於
闕
下
︑
杯
酒
之

閒
︑
忽
然
問
臣
曰
︑﹃
汝
何
敢
彈
吾
U
親
之
人
乎
﹄︑
仍
加
詬
辱
︑
提
起
世
纍
︑
脅

之
以
論
駁
︒
臣
之
世
纍
︑
國
人
U
知
︑
臣
不
敢
自
諱
︒
然
�
8
旣
已
蕩
滌
而
收
臣
︑

則
臣
雖
無
狀
︑
U
處
者
侍
從
班
也
︒
士
夫
閒
相
敬
之
n
︑
恐
不
當
如
是
︒
臣
何
敢

任
他
唾
罵
︑
默
默
隨
行
︒
p
遞
臣
職
︒﹂
諫
院
處
置
曰
︑﹁
自
古
用
人
之
n
︑
不
係

世
纍
︒
雷
卿
之
人
器
︑
淸
議
旣
許
︑
�
上
愼
鯵
︑
擢
置
三
司
︑
非
止
一
再
︑
則
爲

雷
卿
者
︑
身
在
言
地
︑
隨
事
糾
云
︑
乃
其
職
耳
︒
面
加
詬
辱
︑
責
e
U
歸
︒
p
命

出
仕
︒
�
廷
之
上
︑
禮
讓
爲
貴
︑
士
夫
之
閒
︑
相
敬
爲
重
︑
而
副
提
學
®
百
昌
︑

以
彈
駁
U
親
之
人
︑
詬
辱
侍
從
之
臣
︒
此
實
搢
紳
閒
U
未
e
之
事
︑
不
可
以
杯
酒

之
失
︑
置
之
不
論
︒
p
推
考
︒﹂
上
皆
從
之
︒

(24
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
六
S
己
巳
條

左
副
承
旨
李
德
洙
	
曰
︑

﹁
臺
諫
傳
	
時
︑
例
必
展
讀
︑
而
今
日
諫
院
城
上
U
︑
不
讀
元
	
草
︑
而
只
言
大

槪
︒
此
無
非
見
輕
U
致
︑
惶
恐
待
罪
︒﹂
答
曰
︑﹁
勿
待
罪
︒
﹂
正
言
金
壽
}
	
曰
︑

﹁
臣
素
患
痰
症
︑
入
夏
轉
劇
︑
今
日
傳
	
時
︑
精
神
昏
憒
︑
不
能
�
讀
︑
Ó
以
大

槪
傳
	
︑
至
被
承
旨
詆
斥
︑
臣
之
罪
大
矣
︒
p
遞
臣
職
︒﹂
諫
院
處
置
︑
p
命
出

仕
︒
答
曰
︑﹁
若
非
怠
慢
︑
必
是
故
犯
︒
今
姑
罷
職
︑
以
8
是
非
︒﹂

(25
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
四
S
甲
戌
條

司
諫
李
景
曾
	
曰
︑﹁
昨

見
鯵
=
怨
	
一
款
︑
卽
朴
安
孝
・
金
孝
円
・
柳
昌
�
等
︑
曾
參
廢
母
庭
p
︑
�
h

臺
諫
︑
不
能
自
列
之
失
︒
而
末
端
e
﹃
庭
p
�
書
︑
p
令
禁
府
書
b
兩
司
�
.

曹
﹄
之
語
︒
臣
竊
以
爲
︑
參
於
大
論
之
人
︑
冒
叨
臺
閣
︑
而
不
爲
一
言
自
列
︑
則

固
爲
非
矣
︒
當
初
�
8
滌
瑕
之
?
︑
固
非
偶
然
︒
到
今
書
b
別
件
�
籍
︑
銓
曹
當

政
而
取
考
︑
兩
司
臨
席
而
指
點
︑
則
大
小
染
跡
之
人
︑
孰
敢
自
安
於
心
︑
而
�
人

�
荒
之
德
︑
恐
不
必
如
是
︒
故
臣
以
盈
去
此
一
款
之
?
︑
再
三
商
議
於
同
僚
︑
而

k
未
歸
一
︒
p
命
遞
斥
︒
﹂
獻
+
李
時
楷
︑
亦
以
此
引
�
︒
⁝
⁝
正
言
洪
ø
一
・

徐
祥
履
︑
亦
以
此
引
�
︒
皆
答
以
勿
辭
︒
憲
府
處
置
曰
︑
﹁
參
於
大
論
︑
非
曰
無

罪
︑
而
到
今
提
起
︑
書
成
別
件
�
籍
︑
無
乃
傷
於
�
人
之
量
耶
︒
欲
盈
去
此
款
者
︑

或
不
無
U
見
︑
而
殊
缺
直
截
之
風
︒
隨
參
庭
p
之
輩
︑
爲
人
U
棄
︑
則
樹
公
議
︑

8
是
非
︑
自
是
諫
官
能
事
︒
�
出
�
書
︑
雖
似
過
激
︑
亦
可
謂
得
論
事
之
體
︒
p

正
言
洪
ø
一
・
徐
祥
履
︑
大
司
諫
金
慶
徵
︑
竝
出
仕
︒
司
諫
李
景
曾
︑
獻
+
李
時

楷
︑
遞
差
︒﹂
答
曰
︑﹁
依
	
︒
李
景
曾
等
勿
遞
︒﹂
景
曾
等
牌
不
�
而
遞
︒

(26
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
仁
祖
六
年
十
一
S
壬
戌
條

憲
府
	
曰
︑﹁
故
領
敦
寧
府

事
韓
浚
�
︑
旣
過
初
朞
之
後
︑
仍
給
本
職
之
祿
︑
雖
出
於
一
時
之
恩
︑
e
乖
於
金

石
之
典
︒
p
Z
收
仍
給
之
命
︒
⁝
⁝
﹂
答
曰
︑﹁
國
舅
祿
俸
︑
限
三
年
題
給
︑
不

無
d
例
︒
宜
勿
煩
論
︒
⁝
⁝
﹂
〇
同
S
甲
子
條

憲
府
	
曰
︑﹁
故
領
敦
寧
府
事

韓
浚
�
︑
給
祿
Z
收
事
︑
連
日
論
列
︒
而
�
批
或
以
不
無
d
例
︑
或
以
亟
停
已
甚

之
論
爲
敎
︒
臣
等
竊
惑
焉
︒
⁝
⁝
p
勿
留
難
︑
亟
賜
一
兪
︒﹂
答
曰
︑﹁
此
非
堅
執

之
事
︑
而
如
是
瀆
擾
不
已
︑
可
謂
待
國
母
太
a
也
︒
﹂
仍
下
敎
曰
︑﹁
故
領
敦
寧
府

事
韓
浚
�
品
祿
︑
令
該
曹
︑
自
正
S
︑
勿
復
題
給
︒
依
臺
諫
	
辭
︑
S
給
米
豆
十

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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石
︒﹂
○
同
S
乙
丑
條

憲
府
	
曰
︑﹁
伏
見
�
批
︑
以
﹃
待
國
母
太
a
﹄
爲
敎
︒

惶
恐
震
駭
︑
措
身
無
U
︒
⁝
⁝
臣
等
辭
不
~
?
︑
�
未
格
天
︑
反
承
峻
旨
︑
何
敢

晏
然
︒
p
遞
臣
等
之
職
︒﹂
答
曰
︑﹁
勿
辭
︒
此
事
如
彼
不
可
︑
則
當
初
力
爭
︑
宜

矣
︒﹂
竝
�
待
物
論
︒
諫
院
處
置
曰
︑﹁
死
0
生
時
之
祿
︑
斷
無
此
理
︒
豈
可
以
國

舅
而
e
別
哉
︒
憲
府
之
論
	
︑
未
爲
不
可
︒
p
竝
命
出
仕
︒﹂
上
從
之
︒

(27
)

『宣
祖
修
正
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
宣
祖
十
四
年
八
S
壬
辰
朔
條

大
司
憲
李
珥
︑
執

義
南
彥
經
︑
持
*
柳
夢
井
︑
以
言
事
被
遞
︒
初
︑
憲
府
之
論
義
�
也
︑
珥
M
同
僚
︑

使
無
蔓
�
之
患
︒
而
®
仁
弘
等
︑
本
欲
因
此
︑
擊
盡
一
�
士
類
︑
⁝
⁝
仁
弘
	
曰
︑

﹁
U
謂
士
類
者
︑
義
�
與
尹
斗
壽
・
根
壽
・
®
澈
等
諸
人
︑
相
爲
閲
結
︑
以
助
聲

�
︑
窺
覘
形
勢
矣
︒﹂
珥
謂
仁
弘
曰
︑﹁
®
澈
非
義
�
黨
︒
年
d
士
論
過
激
︑
故
e

不
*
之
言
︒
此
非
黨
義
�
也
︒
澈
是
介
士
︒
今
謂
閲
結
外
戚
︑
聲
勢
相
助
︑
則
極

冤
矣
︒
珥
向
來
上
駅
︑
贊
澈
之
爲
人
︒
今
日
斥
澈
爲
黨
於
非
人
︑
則
珥
自
爲
反
�

人
矣
︒
君
須
�
+
︑
爲
澈
分
駅
︑
然
後
勢
可
供
職
︒
不
然
則
珥
當
�
+
矣
︒﹂
仁

弘
勉
從
︑
詣
闕
�
+
	
曰
︑﹁
®
澈
雖
與
義
�
︑
]
分
相
厚
︑
不
至
如
尹
斗
壽
兄

弟
︑
私
相
閲
結
︒
而
臣
乃
以
爲
︑
義
�
之
私
黨
︑
失
實
甚
矣
︒
p
遞
職
︒﹂
憲
府

當
處
置
仁
弘
︑
⁝
⁝
於
是
︑
諫
院
處
置
憲
府
︒
而
大
司
諫
李
墍
︑
司
諫
®
士
洩
︑

正
言
姜
應
�
・
®
淑
男
︑
欲
竝
p
出
仕
︒
獻
+
成
泳
︑
欲
竝
p
遞
差
︒
姜
應
�
詣

闕
︑
先
p
南
彥
經
出
仕
︒
於
是
︑
各
以
U
見
︑
引
�
︒
成
泳
捃
摭
憲
府
過
失
︑
辭

?
不
倫
︒
弘
�
館
處
置
兩
司
︑
竝
p
出
仕
︒
以
姜
應
�
處
置
�
格
︑
成
泳
掇
拾
過

失
︑
p
此
兩
人
遞
差
︒
⁝
⁝
於
是
︑
兩
司
皆
�
待
︒
玉
堂
慮
騷
擾
之
�
︑
不
分
是

非
︑
p
竝
出
兩
司
︒
⁝
⁝
兩
司
皆
�
+
︑
�
待
︒
弘
�
館
上
箚
︑
p
出
兩
司
︑
只

遞
承
勳
�
李
珥
等
三
人
﹇
以
珥
反
斥
承
勳
爲
非
﹈︒
上
答
曰
︑﹁
李
珥
別
無
U
失
︑

決
不
可
遞
︒﹂
弘
�
館
復
上
箚
p
遞
︒
上
不
從
︒
⁝
⁝
上
始
許
遞
珥
等
︑
而
®
芝

衍
︑
代
爲
大
司
憲
︒

(28
)

『六
典
條
例
﹄
卷
六
︑
弘
�
館
︑
總
例

兩
司
官
員
︑
皆
e
引
+
之
事
︑
而
無
處

置
者
︑
則
兩
司
.
︑
以
�
辭
都
b
本
館
︑
議
定
立
落
︑
陳
箚
上
p
︒

(29
)

『禮
記
﹄
王
制

�
人
於
�
︑
與
士
共
之
︒
𠛬
人
於
市
︑
與
衆
棄
之
︒

(30
)

批
答
は
円
d
と
し
て
は
王
が
直
筆
で
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
實
際
に
は
宦

官
が
代
筆
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ら
し
い
︒
〇
﹃
景
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
元
年
十
二

S
乙
酉
條

鞫
�
e
n
・
朴
尙
儉
︒
⁝
⁝
尙
儉
供
稱
︑﹁
⁝
⁝
內
官
之
任
︑
凡
於

公
事
︑
踏
	
字
︑
書
批
答
而
已
︒
寧
e
干
犯
之
理
︒
⁝
⁝
﹂

(31
)

®
經
世
︑
字
景
任
︑
號
愚
伏
堂
︑
晉
州
の
人
︒
南
人
︒

(32
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
八
︑
仁
祖
三
年
二
S
甲
申
條

行
都
承
旨
®
經
世
︑
以
怨
陞
正

二
品
︑
不
當
仍
在
承
旨
︑
上
箚
乞
免
︒
答
曰
︑
﹁
省
箚
具
悉
卿
懇
︒
以
正
二
品
爲

都
承
旨
︑
不
無
古
規
︒
卿
其
勿
辭
︒
﹂

(33
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
承
政
院
︑
X
辭

大
臣
X
辭
︑
不
允
批
答
︑
則
使
藝
�
館

或
知
製
敎
ý
�
︒
	
下
後
︑
堂
后
正
書
﹇
如
敎
書
式
﹈︒
入
	
時
︑
寶
	
p
︒
安

寶
︑
�
官
À
傳
﹇
四
度
以
下
︑
敦
諭
︑
或
別
諭
︒
○
﹁
安
心
T
理
﹂
批
下
︑
則
書

出
傳
敎
後
︑
正
書
招
致
︑
司
錄
傳
給
︒﹈

(34
)

『光
海
君
日
記
﹄
(鼎
足
山
本
)
卷
十
二
︑
光
海
君
元
年
正
S
戊
子
條

.
曹
1
書

®
昌
衍
上
駅
曰
︑
﹁
⁝
⁝
伏
願
�
慈
︑
亟
命
遞
臣
職
名
︒﹂
答
曰
︑﹁
省
駅
具
悉
卿

懇
︒
⁝
⁝
卿
宜
勿
辭
︒
公
耳
國
耳
︑
k
始
盡
職
︒﹂
〇
﹃
光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山

本
︑
卷
四
十
三
︑
光
海
君
三
年
七
S
丁
未
條

大
司
諫
崔
e
源
辭
職
︒
答
曰
︑

﹁
省
駅
具
悉
爾
懇
︒
⁝
⁝
宜
勿
t
辭
︑
盡
心
職
事
︑
振
肅
風
采
︑
激
揚
偸
俗
︒﹂
○

﹃
�
鮮
宣
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
七
十
五
︑
宣
祖
三
十
七
年
六
S
壬
午
條

慶
尙
n
生

員
臣
金
允
安
等
︑
伏
以
⁝
⁝
︒
答
曰
︑﹁
省
駅
具
悉
︑
良
用
嘉
焉
︒﹂

(35
)

�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
	
字
の
項

(六
〇
頁
)
に
﹁
	
字
を
刻
し
た
る

木
印
︑
上
裁
を
經
た
る
�
書
に
押
す
﹂
と
あ
る
︒

(36
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
三
︑
世
祖
十
年
四
S
己
酉
條

命
刻
草
書
﹁
	
﹂
字
︑
印

	
下
�
書
︑
以
爲
標
︒

(37
)

	
字
印
も
円
d
と
し
て
は
王
が
自
ら
押
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
實
際
に
は
宦
官

が
代
理
で
押
印
す
る
︒
○
﹃
景
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
元
年
十
二
S
乙
酉
條

(再
揭
)

鞫
�
e
n
・
朴
尙
儉
︒
⁝
⁝
尙
儉
供
稱
︑
﹁
⁝
⁝
內
官
之
任
︑
凡
於
公
事
︑
踏
	

字
︑
書
批
答
而
已
︒
寧
e
干
犯
之
理
︒
⁝
⁝
﹂
○
﹃
六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
承
政
院
︑

總
例

	
下
公
事
︑
踏
	
字
︒
�
式
︑
則
當
該
中
官
︑
隨
卽
p
罪
︒

(38
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
宣
祖
二
十
九
年
閏
八
S
壬
午

凡
公
事
之
入
內
經
御

東 方 學 報
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覽
者
︑
必
踏
	
字
而
下
︑
政
院
印
於
其
尾
︑
1
付
﹃
	
下
某
司
︑
云
云
︒﹄

(39
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
訴
冤
條
︑
�

凡
上
言
︑
	
下
五
日
內
︑
回
	
︒
如
或
過

限
︑
具
不
卽
回
	
辭
緣
︑
以
	
︒

(40
)

『宣
祖
修
正
實
錄
﹄
卷
二
十
一
︑
宣
祖
二
十
年
十
二
S
乙
卯
條
︑
�

凡
臣
民
違

駅
之
上
︑
不
出
三
日
︑
必
下
政
院
︒
若
無
批
辭
而
只
踏
	
字
而
下
︑
則
承
旨
觀
駅

U
言
︑
或
下
該
司
︑
使
之
�
議
︑
或
允
其
p
︑
則
奉
�
旨
︑
乃
例
也
︒

(41
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
仁
祖
十
二
年
七
S
壬
子
條

副
提
學
李
�
上
駅
曰
︑

﹁
伏
以
⁝
⁝
︒
伏
願
殿
下
︑
亟
命
鐫
�
臣
名
︑
以
鎭
衣
論
︒﹂
駅
入
︑
踏
	
字
而
下
︒

(42
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
仁
祖
二
十
三
年
十
一
S
丁
丑
條

是
�
︑
政
院
始
捧

趙
復
陽
遞
差
傳
旨
︒
⁝
⁝
於
是
︑
同
副
承
旨
®
維
城
待
罪
曰
︑﹁
昨
夜
趙
復
陽
遞

差
傳
旨
︑
卽
當
捧
之
︑
而
非
但
夜
深
︑
諫
官
特
遞
之
事
︑
衣
於
常
規
︒
不
待
同
僚

之
會
︑
不
敢
獨
爲
捧
旨
矣
︒﹂
答
曰
︑﹁
知
n
︒
勿
待
罪
︒﹂

(43
)

『宣
祖
修
正
實
錄
﹄
卷
二
十
一
︑
宣
祖
二
十
年
十
二
S
乙
卯
條

若
不
踏
	
︹
字
︺

而
下
︑
則
政
院
藏
之
院
閣
︑
�
官
取
而
�
錄
于
日
記
︑
無
可
錄
則
置
之
︒
謂
之

﹁
留
中
不
報
﹂
者
︑
此
也
︒
駅
久
不
下
︑
則
政
院
以
日
記
纂
入
	
p
︑
亦
例
也
︒

憲
駅
雖
焚
︑
自
上
&
批
示
其
由
︑
則
&
未
廢
︑
例
也
︒
自
廢
�
至
今
︑
駅
入
不
下
︑

政
院
不
敢
p
︑
¿
爲
宮
人
U
�
用
︒
非
古
U
謂
留
中
者
也
︒

(44
)

安
邦
俊
︑
字
士
彥
︑
號
隱
峰
︑
竹
山
の
人
︒
西
人
︒﹃
抗
義
怨
�
﹄
の
�
者
︒

(45
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
仁
祖
十
八
年
五
S
壬
辰
條

d
察
訪
安
邦
俊
上
駅
︑
極

言
時
事
︑
語
多
狂
直
︒
駅
入
︑
留
中
不
報
︒
上
他
日
謂
群
臣
曰
︑﹁
安
邦
俊
︑
不

知
何
如
人
︑
而
視
其
駅
辭
︑
蓋
其
闊
於
事
]
者
也
︒
言
無
可
�
︑
且
煩
於
視
聽
︒

故
留
之
不
下
耳
︒﹂

(46
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
肅
宗
卽
位
年
十
S
丁
酉
條

修
ý
姜
碩
昌
上
駅
︑
論
宋
時

烈
・
郭
世
楗
事
︑
縷
縷
數
百
言
︑
⁝
⁝
駅
入
︑
上
命
Z
出
給
︒
印
下
備
忘
記
︑

﹁
李
秀
彥
・
姜
碩
昌
・
金
光
瑨
︑
竝
罷
職
不
敍
︒﹂

(47
)

｢我
我
錄
﹂
(﹃
稗
林
﹄
U
收
本
)︑
龍
門
問
答
︑
參
照
︒

(48
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
囚
禁
條

杖
以
上
︑
囚
禁
︒
�
武
官
�
內
侍
府
・
士
族
`

女
・
僧
人
︑
	
聞
囚
禁
︒

(49
)

同
右
︒

(50
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
笞
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(51
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
囚
禁
條
︑
�

凡
不
囚
者
︑
公
緘
推
問
︒
七
品
以
下
官
�

僧
人
︑
直
推
︒

(52
)

丁
若
鏞
の
解
釋
に
よ
れ
ば
︑
﹁
問
備
﹂
と
は
﹁
臺
官
が
︹
罪
狀
を
︺
問
難
し
︑
被

疑
者
が
︹
そ
れ
に
對
す
る
答
え
を
︺
備
列
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る

(﹃
)
言
覺
非
﹄
)︒

(53
)

｢推
考
﹂
と
﹁
問
備
﹂
と
は
同
義
︒
○
柳
壽
垣
﹃
迂
書
﹄
卷
四
︑
論
推
考

或
曰
︑

﹁
我
國
問
備
之
法
︑
似
無
益
於
實
事
︒
而
無
此
則
亦
無
以
申
飭
警
勵
︑
存
罷
與
否
︒

何
如
而
可
乎
︒﹂
答
曰
︑
﹁
此
不
過
依
倣
K
典
推
云
之
制
︒
而
K
制
亦
昉
於
六
�
臺

推
矣
︒
然
而
雖
襲
名
目
︑
元
無
其
實
︒
今
以
三
司
出
入
者
言
之
︑
其
+
推
考
︑
不

知
其
,
千
百
�
︒
我
國
百
事
︑
無
非
�
具
︒
而
�
具
之
中
︑
此
尤
特
甚
︒
國
體
之

日
卑
︑
紀
綱
之
日
紊
︑
實
由
於
此
等
事
矣
︒
欲
做
實
政
︑
除
之
何
疑
︒﹂

(54
)

推
考
傳
旨
の
例
︒
○
﹃
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
三
十
三
︑
成
宗
二
十
年
十
S
辛
亥
條

御
經
筵
︒
�
訖
︑
大
司
憲
李
世
佐
	
曰
︑﹁
李
封
︑
撫
馭
乖
方
︑
以
失
民
心
︑
而

推
考
傳
旨
︑
不
�
焉
︒
p
竝
推
鞫
︑
何
如
︒﹂
上
曰
︑﹁
撫
馭
乖
方
之
由
︑
李
封
親

	
之
︑
故
不
�
焉
︒﹂

(55
)

推
考
緘
答
の
例
︒
○
尹
善
n
﹃
孤
山
�
稿
﹄
卷
五
下
︑
雜
錄
︑
山
陵
看
審
時
推
考

緘
答

(己
亥
)

云
云
︒
矣
身
竊
念
⁝
⁝
︑
重
被
臺
 
︑
無
非
自
取
︒
傳
旨
內
辭

緣
︑
遲
晚
︒
相
考
施
行
︒
〇
遲
晚
と
は
︑
遲
れ
ば
せ
な
が
ら
罪
を
承
¸
す
る
?
︒

﹃
弧
山
�
稿
﹄
は
﹃
李
�
名
賢
集
﹄
三
︑
�
び
﹃
韓
國
�
集
叢
刊
﹄
九
一
に
影
印

收
錄
︒

(56
)

兪
伯
曾
︑
字
子
先
︑
號
'
軒
︑
杞
溪
の
人
︒

(57
)

『凝
川
日
錄
﹄
(大
東
野
乘
本
)
乙
亥

(
仁
祖
十
三
年
)
二
S
初
七
日
條

傳
曰
︑

﹁
大
臣
者
︑
君
上
之
U
m
敬
︑
百
僚
之
U
瞻
仰
︑
e
非
人
人
U
可
輕
議
︒
而
.
曹

參
議
兪
伯
曾
︑
譏
侮
大
臣
︑
無
U
不
至
︑
事
極
駭
衣
也
︒
其
狂
妄
之
罪
︑
不
可
不

7
︒
姑
先
推
考
︒﹂
○
同
S
初
九
日
條

憲
府
	
本
︑﹁
.
曹
參
議
兪
伯
曾
︑
譏
侮

大
臣
罪
︑
杖
八
十
︑
公
罪
﹂
	
︒
功
減
一
等
︒
照
以
罵
官
長
律
︒
〇
﹃
8
律
﹄
卷

二
十
一
︑
𠛬
律
四
︑
罵
詈
︑
佐
職
瓜
屬
罵
長
官
條

凡
首
領
官
�
瓜
屬
官
︑
罵
五

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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品
以
上
長
官
︑
杖
八
十
︒
若
罵
六
品
以
下
長
官
︑
減
三
等
︒
佐
貳
官
罵
長
官
者
︑

印
各
減
二
等
﹇
竝
親
聞
乃
坐
﹈︒

(58
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
笞
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(59
)

た
だ
し
︑
そ
の
一
ヵ
S
後
︑
彼
は
﹁
特
旨
﹂
に
よ
っ
て
﹁
水
原
府
使
﹂
に
轉
出
し

て
い
る
の
で
︑
�
k
"
に
は
﹁
左
�
﹂
と
い
う
形
で
處
罰
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

〇
南
九
萬
ý
兪
伯
曾
墓
誌

(﹃
國
�
人
物
考
﹄
U
收
)

⁝
⁝
上
以
譏
侮
大
臣
︑
推

考
︑
除
水
原
府
使
︑
移
慶
尙
監
司
︒

(60
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
一
︑
仁
祖
十
三
年
七
S
丙
寅
條

晝
�
﹃
詩
傳
﹄︑
�
訖
︑

知
經
筵
崔
鳴
吉
曰
︑﹁
錢
0
不
可
F
爾
=
用
︒
先
試
於
不
緊
處
︒
如
下
.
犯
罪
︑

則
以
錢
收
贖
︑
士
夫
推
考
︑
亦
以
錢
�
徵
贖
︑
亦
是
用
錢
之
一
n
也
︒﹂
上
從
之
︒

(61
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
肅
宗
十
二
年
九
S
丙
戌
條

司
憲
府
以
都
摠
經
歷
李
玄

成
・
李
之
姶

㰒
等
推
考
緘
答
︑
勘
以
﹁
杖
八
十
・
收
贖
﹂
之
律
︒
上
曰
︑﹁
分
揀
︒﹂

蓋
玄
成
等
︑
於
七
S
初
三
日
︑
監
軍
0
點
︒
¤
曉
奉
牌
︑
自
敦
�
門
入
到
禁
川
橋

上
︒
諸
承
旨
自
金
虎
門
方
始
入
院
︑
在
後
呵
禁
︒
玄
成
等
以
奉
陪
御
牌
︑
不
卽
�

立
︒
承
旨
任
相
元
・
申
姶

曅
等
發
怒
︑
	
p
推
考
曰
︑﹁
今
日
諸
承
旨
班
�
入
來
之

時
︑
都
摠
經
歷
李
玄
成
等
︑
偃
然
徑
入
︑
橫
截
d
路
︒
其
愚
濫
不
識
事
體
之
狀
︑

殊
極
可
駭
︑
云
云
︒﹂
蓋
監
軍
之
牌
︑
旣
e
御
押
︒
故
雖
王
子
三
公
︑
s
諸
路
必

�
者
︑
U
重
e
在
故
也
︒
今
相
元
等
︑
不
念
御
押
之
m
︑
直
以
玄
成
等
爲
卑
賤
武

夫
︑
偃
然
呵
禁
︑
先
自
失
體
︑
而
反
以
玄
成
等
爲
不
識
事
體
︑
肆
然
p
推
︑
若
論

以
不
敬
之
律
︑
相
元
等
必
無
U
1
矣
︒
然
而
臺
諫
不
思
擧
云
︑
乃
以
玄
成
等
爲
若

e
罪
者
然
︑
勘
以
杖
律
︒
上
亦
不
之
察
焉
︑
但
下
分
揀
之
敎
︒
聞
者
莫
不
駭
歎
︒

(62
)

同
右

(63
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
顯
宗
卽
位
年
九
S
己
未
朔
條

⁝
⁝
按
︑
善
n
推
考
緘
辭

中
︑
e
曰
︑﹁
臣
病
伏
郊
畿
︑
去
京
城
一
息
<
︒
五
S
初
四
日
︑
聞
國
恤
︑
奔
走

入
城
︑
成
¸
之
後
︑
宿
疾
重
發
︑
載
Z
鄕
居
︒
十
八
日
︑
聞
e
看
山
之
命
︑
力
疾

Z
入
︒
二
十
五
日
︑
隨
行
於
看
山
之
役
︒
⁝
⁝
而
以
爲
再
審
之
日
︑
偃
然
�
坐
︑

則
不
亦
冤
乎
︒
至
以
怙
k
擬
律
︑
則
鍜
鍊
甚
矣
﹂
云
云
︒
憲
府
奏
以
﹁
杖
八
十
・

收
贖
︑
奪
吿
身
三
等
﹂︒
上
以
旣
已
罷
職
︑
分
揀
︒

(64
)

『經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條
︑
�

犯
私
罪
︑
杖
六
十
者
︑
	
聞
︑
�
奪
吿
身

一
等

(小
�
省
略
)︒
七
十
︑
二
等
︒
八
十
︑
三
等
︒
九
十
︑
四
等
︒
一
百
︑
盡

行
�
奪
︑
b
.
兵
曹

(
小
�
省
略
)︒

(65
)

『迂
書
﹄
卷
四
︑
論
推
考

或
曰
︑﹁
我
國
問
備
之
法
︑
似
無
益
於
實
事
︒
而
無
此

則
亦
無
以
申
飭
警
勵
︑
存
罷
與
否
︒
何
如
而
可
乎
︒﹂
答
曰
︑﹁
此
不
過
依
倣
K
典

推
云
之
制
︒
而
K
制
亦
昉
於
六
�
臺
推
矣
︒
然
而
雖
襲
名
目
︑
元
無
其
實
︒
今
以

三
司
出
入
者
言
之
︑
其
+
推
考
︑
不
知
其
,
千
百
�
︒
我
國
百
事
︑
無
非
�
具
︒

而
�
具
之
中
︑
此
尤
特
甚
︒
國
體
之
日
卑
︑
紀
綱
之
日
紊
︑
實
由
於
此
等
事
矣
︒

欲
做
實
政
︑
除
之
何
疑
︒﹂
或
曰
︑﹁
中
外
臣
僚
︑
或
e
U
失
︑
則
虛
實
之
閒
︑
不

可
不
p
其
問
備
︑
觀
其
緘
辭
而
處
之
矣
︒﹂
答
曰
︑﹁
凡
事
據
實
論
報
可
也
︒
何
可

以
一
毫
未
分
8
之
事
︑
姑
爲
問
備
之
p
耶
︒
大
則
大
罰
︑
小
則
小
罰
︑
極
�
細
則

印
不
必
論
云
矣
︒
設
或
事
體
閒
︑
雖
甚
些
少
過
失
︑
不
可
不
9
無
言
︑
則
只
示
其

規
戒
之
?
於
論
列
�
字
中
︑
亦
足
爲
官
師
相
規
之
體
︒
何
必
爲
無
實
問
備
之
p
哉
︒

推
考
旣
是
笞
杖
之
律
︑
則
旣
不
可
施
之
於
�
過
︒
徒
加
其
名
︑
而
不
得
用
其
律
︑

則
無
實
甚
矣
︒﹂
或
曰
︑
﹁
�
家
用
罰
︑
自
罷
職
以
下
︑
不
爲
不
少
︒
而
此
亦
難
施

於
�
眚
a
過
︒
如
牌
招
不
�
︑
臨
事
錯
�
之
類
︑
若
無
推
考
之
罰
︑
何
以
警
責

乎
︒﹂
答
曰
︑﹁
中
國
則
自
古
正
律
之
外
︑
元
無
推
考
︒
其
何
以
爲
治
耶
︒
畧
小
過

而
持
大
體
︑
則
正
律
自
足
爲
政
︒
何
用
此
苟
鯵
之
規
哉
︒
且
警
責
雖
曰
小
事
︑
至

於
牌
不
�
之
類
︑
實
涉
蹇
傲
︒
�
體
不
嚴
︑
豈
可
但
以
無
實
之
推
考
罪
之
乎
︒
奪

俸
之
法
︑
�
可
施
於
此
等
之
罪
︒
而
我
國
e
料
無
俸
︑
實
爲
慨
然
︒
今
若
�
定
京

外
官
常
廩
元
俸
︑
然
後
以
罰
俸
之
法
︑
行
之
於
少
過
�
眚
︑
則
足
爲
警
責
之
n

矣
︒﹂

(66
)

『
8
律
﹄
卷
一
︑
名
例
律
︑
�
武
官
犯
私
罪
條

凡
�
武
官
犯
條

凡
�
武
官
犯

私
罪
︑
笞
四
十
以
下
︑
附
過
Z
職
︒
五
十
︑
解
見
任
︑
別
敍
︒
杖
六
十
︑
影
一
等
︒

七
十
︑
影
二
等
︒
八
十
︑
影
三
等
︒
九
十
︑
影
四
等
︒
俱
解
見
任
︒
液
官
︑
於
雜

職
內
敍
用
︒
雜
職
︑
於
邊
l
敍
用
︒
杖
一
百
者
︑
罷
職
不
敍
︒
〇
﹃
經
國
大
典
﹄

𠛬
典
︑
推
斷
條
︑
�

�
武
官
�
內
侍
府
・
e
蔭
子
孫
・
生
員
・
�
士
︑
犯
十

惡
・
奸
盜
・
非
法
殺
人
・
枉
法
0
贓
外
︑
笞
杖
竝
收
贖
︒
公
罪
徒
︑
私
罪
杖
一
百

東 方 學 報
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以
上
︑
決
杖
︒
〇
拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
笞
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(67
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
四
十
四
︑
成
宗
十
三
年
八
S
戊
午
條

御
經
筵
︒
�
訖
︑

大
司
憲
魚
世
�
	
曰
︑﹁
司
畜
李
秀
︑
與
妓
竝
騎
而
行
︒
繕
工
監
役
官
尹
成
仁
︑

娼
妓
雖
�
︑
旣
奸
其
母
︑
印
奸
其
女
︑
無
行
甚
矣
︒
p
罷
職
︒﹂
上
曰
︑﹁
已
經
赦

宥
︑
何
必
2
論
︒﹂
仍
問
左
右
︒
領
事
®
昌
孫
對
曰
︑﹁
此
輩
無
操
行
︑
罪
之
宜
也
︒

然
已
經
赦
︑
不
必
2
論
︒﹂
世
�
曰
︑﹁
罪
則
已
經
赦
矣
︒
凡
�
官
無
操
行
者
︑
論

p
罷
職
︑
例
也
︒﹂
同
知
事
李
克
基
曰
︑﹁
無
�
臣
之
行
︑
罷
職
爲
當
︒﹂
命
皆
改

差
︒

(68
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
仁
祖
元
年
三
S
丁
未
條

(
憲
府
)
印
	
曰
︑﹁
左
議
政
朴

弘
姶

耉
︑
本
以
庸
鄙
之
人
︑
附
會
ý
魁
︑
冒
居
鼎
軸
︑
貪
黷
濁
亂
之
罪
︑
不
可
容
貸
︒

p
罷
職
︒﹂
上
只
命
遞
差
︒

(69
)

d
揭
¨

(66
)︑
參
照
︒

(70
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
七
︑
中
宗
三
十
三
年
二
S
甲
子
條

領
議
政
尹
殷
輔
︑
左

議
政
洪
彥
弼
︑
右
議
政
金
克
成
︑
左
贊
成
蘇
世
讓
︑
右
參
贊
成
世
昌
	
曰
︑

﹁
⁝
⁝
沈
彥
光
︑
則
罷
職
・
收
吿
身
︒
沈
彥
慶
・
權
輗
︑
則
只
罷
︑
何
如
︒
⁝
⁝
﹂

答
曰
︑﹁
今
見
U
	
︑
沈
彥
光
等
事
︑
U
關
非
輕
︒
欲
與
卿
等
面
議
︒﹂
〇
同
S
乙

丑
條

傳
曰
︑﹁
昨
日
大
臣
	
p
以
爲
︑
沈
彥
光
則
罷
職
・
收
吿
身
︒
沈
彥
慶
・

權
輗
︑
則
只
罷
︑
云
云
︒
⁝
⁝
彥
光
亦
收
吿
身
︑
可
也
︒﹂

(71
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
世
宗
十
二
年
八
S
辛
卯
條

司
諫
院
	
︑﹁
永
樂
十
二

年
二
S
初
三
日
︑
.
曹
0
敎
︑﹃
三
品
以
下
︑
除
h
後
︑
於
班

︑
錄
其
來
歷
︒

其
自
內
除
h
者
︑
稱
特
旨
︒
以
保
擧
除
h
者
︑
稱
某
人
薦
︒
功
臣
�
二
品
以
上
子

壻
︑
稱
某
子
某
壻
︒
考
d
銜
官
案
除
h
者
︑
稱
d
官
案
付
﹄︒
⁝
⁝
p
自
今
.
兵

曹
來
歷
關
內
︑
京
外
各
品
︑
雖
以
時
行
�
轉
者
︑
幷
錄
加
²
超
²
之
由
︒﹂
從
之
︒

(72
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
世
宗
十
二
年
八
S
辛
卯
條

司
諫
院
	
︑﹁
⁝
⁝
永
樂

十
四
年
六
S
十
九
日
︑
司
憲
府
狀
申
︑﹃
.
兵
曹
下
批
後
︑
京
外
=
政
以
下
︑
至

權
務
除
拜
人
員
︑
各
於
名
下
︑
稱
某
特
旨
︑
某
保
擧
︑
某
考
滿
︑
某
都
目
︑
8
白

載
錄
︑
單
子
申
X
︑
報
于
都
堂
︑
移
�
臺
省
︑
已
e
成
法
︒
⁝
⁝
﹄
⁝
⁝
﹂
⁝
⁝
︒

(73
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
太
宗
十
四
年
正
S
癸
巳
條

.
曹
	
︑﹁
除
h
	
本
�

移
�
︑
內
出
除
h
者
︑
稱
特
旨
︒
以
單
子
	
聞
除
h
者
︑
稱
某
人
薦
︒
功
臣
�
二

品
以
上
子
壻
︑
稱
某
子
壻
︒
d
銜
官
案
付
者
︑
稱
d
銜
官
案
︑
何
如
︒
﹂
從
之
︒

印
命
保
擧
之
法
︑
一
依
﹃
六
典
﹄
U
載
︒

(74
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
六
十
一
︑
英
祖
二
十
一
年
五
S
丙
戌
條

上
召
見
大
臣
・
備
堂
︒

⁝
⁝
敎
曰
︑﹁
⁝
⁝
其
令
兩
銓
作
�
蔭
武
d
銜
官
案
︑
懸
�
曾
經
職
名
︑
作
散
年

S
︑
京
鄕
居
µ
︑
修
正
以
入
︒﹂

(75
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
八
十
六
︑
中
宗
三
十
二
年
十
二
S
乙
丑
條

傳
于
政
院
曰
︑﹁
昨

日
j
訪
時
︑
三
凶
設
爲
機
陷
以
6
人
︑
或
曰
妄
是
非
�
廷
之
事
︑
或
以
他
事
6
之
︑

Á
陷
多
端
事
︑
議
政
言
之
︒
d
者
收
職
牒
・
罷
職
人
員
︑
已
盡
抄
	
矣
︒
但
不
齒

仕
版
之
類
︑
則
別
無
傳
敎
︑
故
不
書
	
矣
︒
其
在
不
齒
仕
版
之
中
者
︑
必
爲
三
兇

Á
陷
而
被
罪
矣
︒
卽
令
書
	
︒﹂

(76
)

『
8
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
8
宗
六
年
六
S
癸
亥
條

檢
詳
宋
贊
︑
以
三
公
?
︑
	

曰
︑﹁
國
e
大
慶
︑
徒
・
液
・
付
處
・
閏
軍
・
雜
犯
死
罪
︑
皆
已
開
釋
︑
而
永
不

敍
用
・
不
齒
仕
版
︑
獨
未
蒙
恩
︒
竝
蕩
滌
︑
何
如
︒﹂
答
曰
︑﹁
	
?
果
當
︒
然
見

其
罪
目
︑
或
e
關
係
國
家
者
︑
或
e
宜
於
永
不
敍
用
者
︒
故
纍
經
大
赦
︑
而
不
得

蒙
宥
矣
︒
若
輕
釋
︑
則
後
人
無
以
7
戒
︑
以
是
斟
�
矣
︒
其
抄
單
子
︑
Z
入
可

也
︒﹂

(77
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
四
︑
宣
祖
三
年
五
S
丙
子
條

上
命
罷
職
人
員
收
職
牒
者
︑
�

去
仕
版
者
︑
永
不
敍
用
者
︑
竝
命
書
	
于
.
兵
曹
︒

(78
)

｢
�
去
仕
版
﹂
の
處
分
を
﹁
刊
�
之
典
﹂
と
言
い
奄
え
て
い
る
事
例
︒
〇
﹃
英
祖

實
錄
﹄
卷
八
十
八
︑
英
祖
三
十
二
年
閏
九
S
己
亥
條

諫
院
﹇
正
言
尹
蓍
東
﹈
申

d
~
︑
不
從
︒
⁝
⁝
印
~
︑﹁
⁝
⁝
p
洪
靖
輔
︑
l
地
定
配
︒
元
景
濂
︑
�
去
仕

版
︒
李
成
中
︑
�
奪
官
�
︒
⁝
⁝
﹂
⁝
⁝
尹
蓍
東
�
+
曰
︑﹁
⁝
⁝
如
此
之
類
︑

其
可
免
於
屛
液
・
刊
�
之
典
乎
︒
⁝
⁝
p
命
遞
斥
臣
職
︒﹂
王
世
子
答
以
勿
辭
︒

(79
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
︑
正
祖
元
年
十
S
戊
午
條

⁝
⁝
1
義
禁
洪
樂
性
	
言
︑

﹁
⁝
⁝
永
不
敍
用
︑
則
k
身
禁
錮
︑
不
入
歲
抄
︒
⁝
⁝
﹂

(80
)

『左
傳
﹄
成
公
二
年
條

子
反
p
重
0
錮
之
︒
(杜
預
集
¨
)
禁
錮
勿
令
仕
︒
〇

﹃
漢
書
﹄
卷
七
十
二
︑
貢
禹
傳

禹
印
言
︑
孝
�
皇
8
時
︑
貴
廉
絜
︑
賤
貪
汙
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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賈
人
贅
壻
︑
�
.
坐
臧
者
︑
皆
禁
錮
︑
不
得
爲
.
︒

(81
)

�
奪
官
�

(
�
職
)
の
處
分
を
0
け
た
李
洽
等
は
﹁
�
第
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

○
﹃
宣
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
四
十
七
︑
宣
祖
三
十
五
年
閏
二
S
丙
辰
條

憲
府
	
曰
︑

﹁
®
澈
以
無
理
之
說
︑
Á
陷
崔
永
慶
︑
必
欲
置
之
死
地
︒
自
上
洞
燭
其
]
︑
旣
命

放
釋
︑
而
其
時
諫
院
之
官
︑
一
聽
®
澈
指
嗾
︑
至
p
再
鞫
︑
悦
致
姶

瘐
死
而
乃
已
︒

自
古
雖
大
無
n
之
世
︑
未
嘗
e
殺
山
林
之
士
者
︒
況
在
�
8
之
時
︑
黨
奸

(
ý
)

︹
戕
︺
賢
︑
以
殺
士
之
名
︑
歸
諸
君
父
︑
則
其
罪
固
不
止
於
�
職
而
已
︒
公
議
日

奮
︑
輿
]
l
激
︒
已
死
之
奸
︑
雖
不
可
加
罪
︒
p
�
第
李
洽
・
具
宬
・
李
尙
吉
等
︑

竝
命
中
n
付
處
︑
以
快
物
]
︒﹂
答
曰
︑﹁
已
爲
�
奪
官
�
︑
今
不
可
加
罪
︒﹂

(82
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
中
宗
三
十
年
正
S
丁
丑
條

日
晡
<
霽
︒
大
小
臣
僚
︑

入
班
于
勤
政
殿
庭
︒
頒
敎
書
曰
︑﹁
⁝
⁝
玆
示
惻
怛
之
懷
︑
姑
忍
雷
霆
之
怒
︑
祗

將
光
弼
�
奪
官
�
︑
外
方
居
µ
︑
不
令
入
城
︒
特
以
大
臣
︑
優
從
寬
典
︒
其
餘
徒

衆
︑
悉
皆
勿
問
︒
於
戲
︒
⁝
⁝
故
玆
敎
示
︑
想
宜
知
悉
︒﹂

(
83
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
二
︑
顯
宗
元
年
四
S
壬
寅
條

護
軍
尹
善
n
上
駅
曰
︑
⁝
⁝
駅

X
政
院
︑
承
旨
金
壽
恒
・
李
殷
相
・
吳
挺
雲
・
趙
胤
錫
・
®
姶

榏
・
朴
世
城
︑
	
曰
︑

﹁
卽
者
副
護
軍
尹
善
n
上
駅
到
院
︑
觀
其
駅
語
︑
則
假
託
論
禮
︑
用
?
陰
凶
︑
譸

張
眩
亂
︑
略
無
&
忌
︒
其
在
出
+
惟
允
之
n
︑
如
此
之
駅
︑
決
不
當
捧
入
︒
而
第

念
是
非
>
正
︑
難
1
於
�
鑑
之
下
︒
駅
入
之
後
︑
惟
在
�
8
洞
燭
其
]
狀
︑
8
辨

而
痛
斥
之
︑
似
不
可
徑
先
�
却
︒
故
此
駅
捧
入
之
?
︑
敢
	
︒﹂
上
曰
︑﹁
如
此
之

駅
︑
旣
知
而
何
以
捧
入
乎
︒
Z
出
給
︒﹂
?
下
敎
于
政
院
曰
︑﹁
d
參
議
尹
善
n
︑

心
¹
不
正
︑
敢
上
陰
險
之
駅
︑
詆
譖
上
下
之
閒
︑
極
其
狼
藉
︑
厥
罪
難
逭
︑
U
當

繩
以
重
律
︑
而
e
不
忍
罪
者
︒
姑
從
輕
典
︑
�
奪
官
�
︑
放
�
鄕
里
︒﹂

(84
)

權
敦
仁
︑
字
景
羲
︑
安
東
の
人
︒
權
尙
夏
の
五
代
孫
︒
老
論
僻
�
︒

(85
)

『哲
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
哲
宗
二
年
七
S
乙
酉
朔
條

三
司
合
辭
︑
p
門
黜
罪
人
權

敦
仁
︑
亟
施
當
律
︒
批
曰
︑﹁
⁝
⁝
門
黜
罪
人
權
敦
仁
︑
加
施
放
�
鄕
里
之
典
︒

⁝
⁝
﹂

(86
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(87
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
二
十
四
︑
世
宗
三
十
一
年
四
S
壬
子
條

義
禁
府
	
︑﹁
尹

炯
・
許
詡
言
︑﹃
d
此
︑
凡
付
處
者
︑
必
考
其
居
鄕
・
農
莊
U
在
︑
A
地
爲
定
︑

例
以
爲
常
︒
臣
等
因
循
故
事
而
爲
之
︒
且
金
世
敏
・
李
賢
老
付
處
︑
亦
如
此
︒
今

獨
囚
孟
畛
・
正
寧
︑
非
徒
內
愧
于
心
︑
其
於
物
論
︑
亦
將
何
如
﹄﹂︒

(88
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(89
)

�
鮮
總
督
府
刋
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
の
l
竄
の
項

(六
四
八
頁
)
に
﹁
l
�
に
同

じ
﹂
と
あ
り
︑
l
�
の
項

(
同
頁
)
に
は
﹁
l
地
に
液
�
せ
ら
る
る
こ
と
︒
(
l

竄
)︒﹂
と
あ
る
︒

(90
)

｢
l
竄
﹂
の
命
が
下
る
と
︑
こ
れ
を
0
け
て
義
禁
府
で
は
�
放
地

(
配
U
)
の
具

體
"
な
£
定
を
行
う
︒
こ
れ
を
﹁
定
配
﹂
と
い
う
が
︑
定
配
と
は
配
U
を
定
め
る

こ
と
︑
ま
た
は
配
U
を
定
め
て
そ
の
地
に
液
配
す
る
こ
と
を
?
味
す
る
︒
こ
の
た

め
︑﹁
l
竄
﹂
の
こ
と
を
﹁
定
配
﹂
と
言
い
奄
え
る
こ
と
も
多
い
︒
し
か
し
︑﹁
定

配
﹂
の
對
象
と
な
る
の
は
官
人
に
對
す
る
7
戒
と
し
て
の
﹁
l
竄
﹂
だ
け
で
は
な

く
︑
五
𠛬
の
體
系
內
に
お
け
る
﹁
徒
三
年
﹂
や
﹁
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
徒
も
義
禁
府

(ま
た
は
𠛬
曹
)
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
地
に
﹁
定
配
﹂
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑

そ
の
?
味
で
は
﹁
l
竄
﹂
と
﹁
定
配
﹂
と
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
︒
そ
こ
で

本
稿
で
は
官
人
處
罰
の
體
系
內
に
お
け
る
﹁
定
配
﹂
を
﹁
l
竄
﹂
と
稱
し
︑
こ
れ

を
五
𠛬
の
體
系
內
に
お
け
る
﹁
徒
三
年
﹂︑﹁
液
三
千
里
﹂
な
ど
の
﹁
定
配
﹂
と
は

區
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

(91
)

『光
海
君
日
記
﹄
鼎
足
山
本
︑
卷
五
十
七
︑
光
海
君
四
年
九
S
甲
午
條

王
問
于

禁
府
曰
︑﹁
l
竄
人
︑
靈
巖
・
光
陽
等
地
定
配
︑
e
d
例
乎
︒
可
考
	
︒﹂
禁
府
	

曰
︑﹁
常
時
本
府
規
例
︑
凡
定
配
人
︑
以
﹃
絕
塞
﹄
	
下
︑
則
六
鎭
�
江
邊
定
配
︒

以
﹃
絕
島
﹄
	
下
︑
則
濟
州
・
珍
島
・
南
海
・
巨
濟
等
地
定
配
︒
只
以
﹃
l
竄
﹄

	
下
︑
則
勿
論
南
北
︑
l
處
定
配
︒
戊
申
年
︑
罪
人
洪
湜
︑
以
l
竄
之
罪
︑
謫
死

於
康
津
︒
而
康
津
︑
卽
靈
巖
之
ú
邑
也
︒
郭
再
祐
︑
亦
嘗
液
竄
靈
巖
矣
︒
此
外
d

例
︑
無
�
籍
可
考
︒
以
表
表
人
U
共
知
者
言
之
︑
盧
守
愼
︑
l
竄
于
順
天
︑
厥
後

加
罪
︑
始
b
珍
島
︒
順
天
︑
卽
光
陽
ú
邑
也
︒
許
潛
之
兄
許
汴
︑
亦
嘗
l
竄
于
光

陽
云
︒
祖
宗
�
︑
l
竄
靈
巖
等
邑
者
︑
亦
e
之
︒
此
則
久
l
之
事
︑
不
敢
一
一
盡

~
︒﹂
傳
曰
︑﹁
竝
北
n
改
定
配
︒﹂

東 方 學 報
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(92
)

『景
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
景
宗
二
年
十
S
丙
辰
條

兩
司
﹇
大
司
憲
金
一
鏡
︑
持
*

金
始
燁
︑
正
言
兪
彥
=
﹈
合
	
︒
不
從
︒
憲
府
申
d
	
︒
印
	
曰
︑﹁
鞫
廳
蒙
放

人
金
e
慶
︑
⁝
⁝
此
物
]
之
U
共
駭
惑
者
也
︒
向
來
任
姶

埅
︑
以
成
給
耆
司
關
�
︑

&
加
竄
配
之
律
︒
況
此
e
慶
U
犯
︑
e
大
於
此
者
乎
︒
論
其
]
狀
︑
合
施
屛
裔
之

典
︒
p
l
竄
︒﹂
上
不
從
︒
〇
﹃
景
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
景
宗
二
年
十
S
辛
未
條

憲
府
﹇
執
義
李
世
德
﹈
申
d
	
︒
印
	
曰
︑﹁
極
邊
l
竄
罪
人
®
澔
︑
⁝
⁝
不
可

以
已
施
屛
裔
之
典
而
置
之
︒
p
亟
命
絕
島
圍
籬
安
置
︒
⁝
⁝
﹂
竝
不
從
︒

(93
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
肅
宗
十
二
年
六
S
壬
午
條

獻
+
李
國
芳
︑
正
言
尹
之

翊
︑
	
曰
︑﹁
金
煥
罪
名
︑
旣
非
C
常
竄
配
之
比
︑
不
可
混
施
惟
輕
之
典
︒
p
改

定
配
U
︑
極
邊
l
竄
︒﹂
答
曰
︑﹁
到
今
9
釋
︑
亦
無
不
可
︒
而
爾
等
必
欲
自
是
已

見
︑
恣
爲
好
ü
之
論
︒
�
可
笑
而
亦
可
駭
也
︒﹂
〇
﹃
英
祖
實
錄
﹄
卷
十
二
︑
英

祖
三
年
七
S
己
未
條

諫
院
﹇
正
言
柳
儼
﹈
申
d
	
︑
不
允
︒
印
	
曰
︑﹁
尹
鳳

�
︑
旣
緊
出
萬
規
之
招
︑
而
�
上
特
用
寬
典
︑
a
施
竄
配
︑
則
伊
時
臺
諫
陳
	
︑

悦
致
收
Z
︑
輿
]
延
鬱
︒
p
尹
鳳
�
︑
極
邊
l
竄
︒﹂
上
從
之
︒
⁝
⁝

(94
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
一
︑
仁
祖
七
年
七
S
丙
申
條

諫
院
	
曰
︑﹁
臣
等
伏
見
︑

昨
日
備
忘
記
︑
論
羅
萬
甲
之
罪
︑
極
其
嚴
峻
︒
⁝
⁝
殿
下
慮
�
之
過
︑
用
罰
太
重
︑

使
形
跡
未
著
之
罪
︑
遽
被
投
畀
之
典
︒
渠
之
í
冤
不
足
言
︑
而
大
非
�
世
之
美
事
︒

p
加
三
思
︑
Z
收
羅
萬
甲
l
竄
之
命
︒﹂
答
曰
︑﹁
羅
萬
甲
事
︑
如
是
煩
論
︑
殊
極

不
當
︒
2
勿
瀆
擾
︒﹂
憲
府
亦
	
之
︒
不
從
︒

(95
)

竄
配
の
事
例
︒
○
﹃
哲
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
哲
宗
十
年
七
S
癸
酉
條

敎
曰
︑

﹁
重
臣
・
宰
臣
之
屢
S
行
譴
︑
不
無
斟
量
者
存
︒
龍
潭
縣
竄
配
罪
人
金
箕
晚
︑
中

和
府
竄
配
罪
人
沈
敬
澤
︑
安
邊
府
竄
配
罪
人
趙
徽
林
︑
竝
放
�
鄕
里
︒﹂
○
投
畀

の
事
例
︒
○
﹃
英
祖
實
錄
﹄
卷
九
十
八
︑
英
祖
三
十
七
年
九
S
辛
酉
條

上
御
景

賢
堂
︑
召
�
儒
十
六
人
︑
柚
姶

栍
試
�
︒
朴
相
祿
・
李
樂
培
︑
不
能
誦
︒
故
依
科
規

勘
律
︒
敎
曰
︑﹁
監
試
官
皆
不
復
命
︒
其
若
眼
e
國
︑
豈
敢
若
此
︒
幷
湖
沿
投

畀
︒﹂
○
﹃
純
祖
實
錄
﹄
卷
八
︑
純
祖
六
年
二
S
壬
午
條

命
副
提
學
®
東
觀
︑

應
敎
金
	
濂
︑
副
應
敎
呂
東
�
︑
修
ý
金
相
休
︑
副
修
ý
李
勉
求
︑
畿
沿
投
畀
︒

以
館
錄
命
下
︑
會
座
多
日
︑
互
相
陳
違
︑
悦
未
完
圈
也
︒
(＊
湖
沿
は
湖
西

(忠

淸
n
)・
湖
南

(
9
羅
n
)
の
沿
邊
︑
畿
沿
は
京
畿
の
沿
邊
の
?
︒
)

(96
)

�
の
事
例
で
は
﹁
竄
配
﹂
は
﹁
l
竄
﹂
よ
り
一
等
輕
い
處
分
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
︒
○
﹃
哲
宗
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
哲
宗
十
四
年
七
S
甲
戌
條

敎
曰
︑

﹁
飭
已
施
矣
︑
且
當
慶
會
︒
加
棘
罪
人
金
始
淵
︑
圍
籬
罪
人
白
樂
莘
︑
島
配
罪
人

徐
相
復
・
洪
ö
周
・
金
魯
鳳
︑
l
竄
罪
人
任
憲
大
・
林
昺
默
・
權
命
奎
・
金
東

壽
・
高
濟
渙
︑
竄
配
罪
人
洪
秉
元
・
朴
希
淳
・
徐
相
嶽
・
具
性
喜
︑
量
移
罪
人
金

厚
根
︑
竝
放
�
田
里
︒
因
繡
	
而
在
謫
者
︑
亦
爲
放
b
︒﹂

(97
)

『顯
宗
實
錄
﹄
十
五
年
七
S
丁
亥
條

⁝
⁝
下
敎
曰
︑﹁
南
二
星
l
竄
傳
旨
︑
何
至

今
不
爲
捧
入
耶
︒
e
何
等
待
之
事
而
然
也
︒
其
等
待
之
由
︑
F
爲
~
	
︒﹂
⁝
⁝

政
院
乃
書
入
傳
旨
︒
時
當
二
2
三
點
矣
︒
下
敎
曰
︑﹁
南
二
星
定
配
單
字
�
押
去

單
字
︑
三
2
d
捧
入
事
︑
分
付
政
院
︒
﹂
卽
招
禁
府
姶

郎
廳
分
付
︒
五
2
一
點
︑
二

星
定
配
・
押
去
單
字
乃
入
︒
上
卽
下
其
單
字
︒
時
五
2
三
點
矣
︒

(98
)

『續
大
典
﹄
卷
五
︑
𠛬
典
︑
推
斷
條
︑
�

金
吾
栫
棘
罪
人
︑
�
正
二
品
以
上
︑

都
事
押
去
︒
其
外
︑
書
.
・
羅
將
︑
隨
品
押
去
︒
本
曹
罪
人
︑
徒
配
以
上
︑
京
驛

子
押
去
︑
�
�
È
付
配
U
︒

(99
)

池
哲
瑚
﹁
�
鮮
d
!
の
液
𠛬
﹂
(﹃
法
�
學
硏
究
﹄
第
八
號
︑
韓
國
法
�
學
會
︑
一

九
八
五
年
)︑
沈
載
祐
﹁
�
鮮
d
!
液
配
𠛬
と
液
配
生
活
﹂
(﹃
國
�
館
論
叢
﹄
第

九
十
二
輯
︑
二
〇
〇
〇
年
)
等
︑
參
照
︒

(
100
)

沈
魯
崇
﹃
南
�
日
錄
﹄
上
・
中
・
下

(韓
國
�
料
叢
書
第
五
十
五
︑
二
〇
一
一
年
︑

果
川
︑
國
�
�
纂
委
員
會
)

(
101
)

『南
�
日
錄
﹄
卷
一
︑
辛
酉

(
純
祖
元
年
)
三
S
初
十
日
條

謫
居
︑
9
係
居
停

之
善
惡
︒
京
諺
︑
b
謫
先
祝
得
善


人
︒
事
勢
則
然
也
︒
�
貴
a
竄
︑
多
自
營
邑

飭
定
供
帳
・
使
令
︑
無
衣
官
居
︒
庶
民
液
配
︑
居
止
自
放
︑
眠
食
任
¿
︒
凡
此
皆

無
與
於


人
也
︒
如
余
今
行
︑
上
下
不
�
︒
自
安
之
n
︑
惟
視


人
︒

(
102
)

『南
�
日
錄
﹄
卷
一
︑
辛
酉

(
純
祖
元
年
)
三
S
二
十
五
日
條

到
謫
一
Ý
e
餘
︑

U
館
未
定
︑
⁝
⁝
邑
例
︑
邑
底
分
四
坊
︒
東
西
部
︑
屬
城
內
兩
坊
︒
山
下
・
淸
江
︑

屬
城
外
兩
坊
︒
各
坊
視
�
︑
分
管
謫
客
︒
糧
穀
分
定
︑
保
h
錄
聞
︑
坊
任


之
︒

若
其
居
停
任
¿
︑
不
拘
À
來
彼
此
︒
蓋
成
例
卽
然
也
︒

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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(
103
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
世
祖
三
年
十
一
S
戊
寅
條

義
禁
府
	
︑
安
置
瓔
・
協
︑

姶

瑔
︑
®
悰
禁
防
條
件
︒
一
︑
欄
墻
外
︑
設
鹿
角
城
︒
一
︑
外
門
常
時
I
鑰
︑
�
夕

之
需
︑
十
日
一
�
給
之
︒
印
於
墻
內
︑
堀
井
取
給
︑
使
外
人
不
得
相
=
︒
一
︑
外

人
À
來
È
=
︑
或
贈
�
者
︑
以
黨
不
忠
論
︒
一
︑
守
令
不
時
點
檢
守
門
者
︑
如
e

非
�
︑
依
律
科
罪
︒﹂
從
之
︒

(
104
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
五
十
二
︑
燕
山
君
十
年
四
S
己
酉
條

義
禁
府
	
︑﹁
頃
者
王

子
女
安
置
時
︑
慮
e
人
j
慰
者
︑
故
下
諭
禁
止
︒
忠
淸
n
觀
察
使
安
琛
︑
不
曉
此

?
︑
於
配
U
設
鹿
角
城
︑
禁
人
供
饋
︒
如
此
則
生
活
難
矣
︒
大
抵
安
置
者
︑
置
之

於
此
︑
使
不
得
他
�
︒
非
謂
禁
人
供
饋
也
︒
敢
稟
︒﹂
傳
曰
︑﹁
但
禁
人
出
入
︑
使

不
�
他
而
已
︒
鹿
角
城
︑
勿
設
︒﹂

(
105
)

『左
傳
﹄
哀
公
八
年
に
︑﹁
こ
れ
を
樓
臺
に
囚
え
︑
こ
れ
を
栫

(か
こ
)
む
に
棘

(い
ば
ら
)
を
以
て
す
(囚
諸
樓
臺
︑
栫
之
以
棘
)﹂
と
あ
り
︑
杜
預
の
集
解
に

﹁
栫
︑
雍
也
︒
○
栫
︑
本
印
作
荐
︑
在
薦
切
︒﹂
と
あ
る
︒

(
106
)

『康
熙
字
典
﹄
の
﹁
荐
﹂
字
の
條
に
引
く
﹁
小
爾
)
﹂
に
﹁
重
也
﹂︑﹁
廣
韻
﹂
に

﹁
仍
也
﹂
と
あ
る
︒

(
107
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
四
︑
顯
宗
二
年
六
S
庚
寅
條

⁝
⁝
上
曰
︑﹁
圍
籬
之
狀
︑
如

何
︒﹂
(®
)
太
和
曰
︑﹁
以
棘
遶
屋
︑
而
以
竇
傳
食
矣
︒﹂

(
108
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
顯
宗
三
年
三
S
辛
丑
條

撤
尹
善
n
圍
籬
︒
⁝
⁝

(®
)

太
和
曰
︑﹁
善
n
旣
年
老
且
死
︒
圍
籬
與
係
獄
無
衣
︒
本
罪
雖
不
可
輕
議
︑
撤
其

圍
籬
︑
可
矣
︒﹂
上
復
問
諸
臣
︒
僉
議
皆
然
︒
?
命
撤
之
︒

(
109
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
八
︑
純
祖
六
年
二
S
丙
申
條

三
司
合
	
︑﹁
p
薪
智
島
荐
棘
罪

人
金
~
淳
︑
施
以
加
棘
之
典
︒﹂
依
	
︒

(
110
)

『純
祖
記
事
﹄
五

(﹃
稗
林
﹄
U
收
本
)︑
丙
寅
四
S
條

⁝
⁝
左
相
李
時
秀
	
︑

﹁
首
相
旣
e
U
奏
︑
而
荐
棘
之
法
︑
固
是
�
於
極
律
︒
�
家
法
?
︑
圍
以
叢
棘
︑

貸
其
一
縷
也
︒
古
例
︑
就
其
保
h
之
家
︑
圍
棘
於
四
面
︑
e
若
樊
籬
樣
︒
保
h



人
︑
則
許
其
出
入
矣
︒
A
聞
︑
棘
圍
限
以
罪
人
U
坐
之
屋
簷
︑
至
於
不
見
天
日
云
︒

然
則
置
法
之
d
︑
必
致
徑
斃
︒
安
在
其
貸
一
縷
之
?
乎
︒
此
後
︑
依
古
例
擧
行
事
︑

分
付
金
吾
︑
宜
矣
︒
⁝
⁝
﹂
允
之
︒

(
111
)

拙
稿
︑﹁
�
鮮
初
!
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(
112
)

純
祖
�
に
機
張
縣
に
﹁
屛
裔

(
l
竄
)
﹂
さ
れ
た
沈
魯
崇
は
︑
守
令
に
よ
る
朔
Ý

の
點
呼
を
生
眞
面
目
に
0
け
續
け
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
と
い
え
る

(﹃
南
�
日
錄
﹄
)︒

(
113
)

『
8
律
﹄
.
律
︑
職
制
︑
姦
黨
條

若
在
�
官
員
︑
È
結
�
黨
︑
紊
亂
�
政
者
︑

皆
斬
︒
妻
子
爲
奴
︑
財
產
入
官
︒
〇
﹃
經
國
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

凡
亂
言
者
︑

	
聞
推
覈
︑
杖
一
百
・
液
三
千
里
︒
若
干
犯
於
上
︑
]
理
切
6
者
︑
斬
︑
籍
沒
家

產
︒
誣
吿
者
︑
反
坐
︒
知
而
不
吿
者
︑
各
減
一
等
︒

(
114
)

拙
稿
﹁
�
鮮
黨
爭
�
に
お
け
る
官
人
の
處
分

︱
︱
賜
死
と
そ
の
社
會
"
イ
ン
パ

ク
ト
﹂
(冨
谷
至
�
﹃
東
ア
ジ
ア
の
死
𠛬
﹄
U
收
︑
二
〇
〇
八
年
二
S
︑
京
都
︑

京
都
大
學
學
¹
出
版
會
)︑
參
照
︒
○
�
鮮
時
代
に
お
け
る
賜
死
の
事
例
は
枚
擧

に
暇
が
な
い
︒
一
例
と
し
て
︑
肅
宗
六
年

(一
六
八
〇
)
の
﹁
庚
申
奄
局
﹂
に
お

け
る
柳
赫
然

(南
人
)
の
賜
死
︑
お
よ
び
吳
始
壽

(南
人
)
の
賜
死
に
關
す
る
�

の
よ
う
な
事
例
硏
究
が
あ
る
︒
○
金
友
哲
﹃
�
鮮
後
!
政
治
・
社
會
變
動
と
推

鞫
﹄
(二
〇
一
三
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
景
仁
�
�
社
)︑
特
に
第
二
部
第
一
違
﹁
一
六
八

〇
年
柳
赫
然
の
獄
事
と
庚
申
奄
局
﹂︑
第
二
違
﹁
一
六
八
〇
年
吳
始
壽
の
獄
事
と

老
論
・
少
論
の
分
黨
﹂︒

(
115
)

『左
傳
﹄
昭
公
三
十
一
年
條
﹁
不
絕
季
氏
︑
而
賜
之
死
﹂
の
杜
預
の
集
解
に
︑﹁
賜

る
に
死
を
以
て
す
と
い
え
ど
も
︑
そ
の
後
を
絕
た
ず

(
雖
賜
以
死
︑
不
絕
其
後
)
﹂

と
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
𠛬
死
﹂
を
回
�
す
る
﹁
賜
死
﹂
の
處
分
に
よ
っ
て
家
門
の
名

譽
が
保
た
れ
︑
子
孫
は
そ
の
社
會
"
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
說
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(
116
)

『南
�
日
錄
﹄
卷
十
九
︑
純
祖
六
年
四
S
二
十
三
日
條

煥

(
沈
煥
之
)
律
擧
行

時
︑
金
吾
郞
馳
到
︑
拿
入
其
木


︑
墨
抹
之
︑
水
洗
之
︑
竹
刀
刮
之
︒
其
應
聲
一

如
鞫
廳
︒
此

(是
)︹
�
︺
奪
則
一
律
︑
故
然
云
矣
︒

(
117
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
︑
英
祖
十
五
年
十
二
S
壬
午
條

右
議
政
兪
拓
基
︑
以
兩

大
臣
伸
復
事
︑
復
上
箚
曰
︑
﹁
⁝
⁝
夫
死
者
之
�
奪
︑
卽
生
人
之
一
律
︒
設
令
兩

臣
者
至
今
存
也
︑
其
果
當
施
一
律
歟
︒
⁝
⁝
﹂
箚
入
︑
批
曰
︑﹁
旣
面
諭
︒﹂
〇

東 方 學 報
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﹃
正
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
正
祖
六
年
十
二
S
己
巳
條

右
議
政
金
姶

熤
上
箚
曰
︑

﹁
⁝
⁝
�
敎
e
曰
︑﹃
身
後
�
奪
︑
是
死
者
一
律
︒
父
子
幷
命
︑
似
涉
過
重
﹄︑
至

e
詢
�
諸
臣
︑
務
欲
𠛬
政
之
無
少
過
不
�
焉
︒
噫
︒
拯
之
父
子
之
罪
︑
固
不
可
逭

矣
︒
伊
時
事
實
︑
備
在
d
後
衿
紳
違
牘
之
中
︒
伏
想
已
入
於
�
鑑
之
U
俯
燭
矣
︒

今
不
須
覶
縷
︒
⁝
⁝
﹂

(
118
)

『
8
律
﹄
.
律
︑
職
制
︑
姦
黨
條

若
在
�
官
員
︑
È
結
�
黨
︑
紊
亂
�
政
者
︑

皆
斬
︒
妻
子
爲
奴
︑
財
產
入
官
︒
○
﹃
8
律
﹄
.
律
︑
職
制
︑
上
言
大
臣
德
政
條

凡
諸
衙
門
官
.
︑
�
士
庶
人
等
︑
若
e
上
言
宰
執
大
臣
美
政
才
德
者
︑
卽
是
奸
黨
︑

務
L
鞫
問
︑
窮
究
來
歷
8
白
︑
犯
人
處
斬
︑
妻
子
爲
奴
︑
財
產
入
官
︒
若
宰
執
大

臣
知
]
︑
與
同
罪
︒
不
知
者
︑
不
坐
︒
○
﹃
8
律
﹄
𠛬
律
一
︑
ý
盜
︑
謀
反
大
�

條

凡
謀
反
�
大
�
︑
但
共
謀
者
︑
不
分
首
從
︑
皆
凌
遲
處
死
︒
祖
父
・
父
・
子

孫
・
兄
弟
︑
�
同
居
之
人
︑
不
分
衣
姓
�
伯
叔
父
兄
弟
之
子
︑
不
限
籍
之
同
衣
︑

年
十
六
以
上
︑
不
論
篤
疾
・
癈
疾
︑
皆
斬
︒
其
十
五
以
下
︑
�
母
女
妻
妾
姊
妹
若

子
之
妻
妾
︑
給
付
功
臣
之
家
爲
奴
︑
財
產
入
官
︒

(
119
)

拙
稿
﹁
�
鮮
黨
爭
!
に
お
け
る
官
人
の
處
分

︱
︱
賜
死
と
そ
の
社
會
"
イ
ン
パ

ク
ト
﹂
(
d
揭
¨
114
)︑
參
照
︒

(
120
)

『景
宗
修
正
實
錄
﹄
卷
四
︑
景
宗
三
年
六
S
癸
丑
條

趙
泰
姶

耉
死
︒
始
︑
英
宗
在

潛
邸
︑
泰
姶

耉
陰
懷
畏
忌
︑
創
爲
冒
+
之
說
︑
而
危
Ö
之
︒
×
位
已
円
︑
�
臣
柳
鳳

輝
︑
以
不
臣
之
心
︑
投
�
凶
駅
︑
而
肆
然
箚
救
︑
奬
以
忠
志
︒
�
代
理
e
命
︑
僭

入
北
門
︑
必
沮
遏
乃
已
︒
(睦
)
虎
龍
之
變
︑
陳
﹁
梁
獄
毋
究
﹂
之
語
︑
置
世
弟

於
黯
昧
之
地
︑
鍜
鍊
誣
獄
︑
無
U
不
至
︒
若
論
凶
徒
之
巨
魁
︑
非
泰
姶

耉
伊
誰
︒
王

違
未
加
︑
臥
死
牖
下
︑
此
豈
天
討
e
罪
之
義
乎
︒
至
英
宗
�
︑
三
司
p
討
︑
閱
歲

爭
執
︒
至
丙
寅
︑
始
命
�
奪
官
�
︒
乙
亥
︑
擧
孥
籍
之
典
︒

(
121
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

凡
罪
人
�
處
︑
未
出
獄
而
臺
	
爭
執
者
︑
不
得
發

配
︒
已
發
則
d
�
︒

(
122
)

金
鍾
秀
︑
字
定
夫
︑
號
夢
村
︑
淸
風
の
人
︒
僻
�
︒

(
123
)

金
~
淳
︑
字
n
爾
︑
安
東
の
人
︒
僻
�
︒

(
124
)

『燃
藜
室
記
述
﹄
別
集
卷
十
三
︑
政
敎
典
故
︑
赦
�

【補
︼
國
初
︑
凡
e
大
赦
︑

罪
人
一
切
放
釋
︒
金
安
老
當
國
︑
始
2
其
制
︑
諸
路
監
司
s
赦
︑
則
得
以
其
U
犯

之
罪
︑
分
爲
二
秩
︑
謂
放
與
未
放
︒
�
奏
稟
︑
�
廷
�
而
行
之
︒
由
是
大
罪
多
不

得
蒙
宥
︑
當
事
者
亦
e
用
]
之
�
︒
[恬
軒
瑣
錄
]

(
125
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
五
︑
英
祖
十
八
年
六
S
丙
午
條

上
引
見
大
臣
・
備
堂
︒

⁝
⁝

(左
議
政
宋
)
寅
8
印
言
︑
﹁
9
羅
監
司
權
凶
︑
於
n
內
罪
人
放
未
放
修
	

時
︑
罪
名
之
關
係
甚
重
者
︑
置
之
稟
秩
︑
其
�
輕
者
︑
或
置
仍
秩
︒
國
家
恩
赦
︑

n
臣
何
敢
任
]
取
舍
乎
︒
凶
宜
罷
其
職
也
︒﹂
上
從
之
︒

(
126
)

『南
�
日
錄
﹄
卷
二
十
︑
純
祖
六
年
五
S
二
十
七
日
條

午
後
︑
金
.
持
來
營
關
︒

觀
察
使
f
Y
察
使
︑
爲
相
考
事
︒
;
到
付
義
禁
府
關
內
︑﹁
;
	
下
敎
︑
今
S
十

四
日
︑
本
府
	
曰
︑
昨
年
赦
典
︑
因
慶
尙
n
放
未
放
	
本
︑
本
府
回
	
︑
1
付
內
︑

機
張
沈
魯
崇
放
b
事
︑
命
下
︒
而
臺
	
方
張
︑
不
得
擧
行
矣
︒
今
則
臺
	
旣
停
︒

放
b
事
︑
分
付
該
n
n
臣
之
?
︑
敢
	
︒
傳
曰
︑
知
n
亦
敎
是
置
︑
到
關
卽
時
︑

n
內
機
張
縣
屛
裔
罪
人
沈
魯
崇
身
乙
︑
分
付
配
U
官
︑
卽
爲
放
b
後
︑
依
例
	
聞

施
行
向
事
﹂︑
關
是
置
e
亦
︑
關
內
辭
緣
相
考
︑
同
罪
人
沈
魯
崇
︑
卽
爲
放
b
後
︑

放
b
S
日
︑
星
火
馳
報
︑
以
爲
	
聞
之
地
事
︑
云
云
︒
丙
寅
五
S
二
十
四
日
︑
在

營
︒
(傍
線
部
は
.
讀
)

(
127
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
顯
宗
三
年
三
S
辛
丑
條

撤
尹
善
n
圍
籬
︒
⁝
⁝
李
景
奭

以
耄
不
加
罪
︑
議
欲
寬
之
︒
®
太
和
心
然
之
︒
至
登
對
*
議
︒
上
問
之
︒
太
和
曰
︑

﹁
善
n
旣
年
老
且
死
︒
圍
籬
與
係
獄
無
衣
︒
本
罪
雖
不
可
輕
議
︑
撤
其
圍
籬
︑
可

矣
︒﹂
上
復
問
諸
臣
︑
僉
議
皆
然
︒
?
命
撤
之
︒

(
128
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(
129
)

金
龜
ø
は
慶
州
の
人
︒
英
祖
繼
妃
・
貞
純
金
氏
の
兄
︒

(
130
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
正
祖
八
年
八
S
丙
戌
條

敎
曰
︑
﹁
⁝
⁝
其
令
王
府
︑
黑

山
島
圍
籬
安
置
罪
人
金
龜
ø
︑
撤
籬
出
陸
︒
⁝
⁝
﹂

(
131
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
二
︑
正
祖
十
年
閏
七
S
癸
巳
條

9
羅
n
觀
察
使
沈
頤
之
︑

以
羅
州
牧
定
配
罪
人
金
龜
ø
物
故
︑
	
︒
敎
曰
︑
﹁
罪
名
雖
重
︑
其
在
仰
慰
慈
心

之
n
︑
豈
可
置
之
﹃
身
故
未
蒙
放
﹄
之
秩
︒
罪
名
・
徒
液
案
︑
特
爲
爻
周
︒
令
本

官
厚
斂
︑
出
給
本
家
︑
仍
令
優
給
米
木
︑
卽
爲
4
葬
︒
此
乃
慰
慈
心
之
?
事
︑
回

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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諭
︒﹂

(
132
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
二
S
壬
午
條

上
引
見
大
臣
�
禁
府
︑
𠛬
曹
堂

上
︑
三
司
官
于
養
心
閤
︑
理
冤
獄
︒
⁝
⁝
印
	
尹
善
n
事
︒
上
曰
︑﹁
善
n
駅
語

凶
慘
︑
其
罪
固
重
︒
而
先
�
以
師
傅
︑
禮
待
極
隆
︑
且
年
踰
七
十
︒
若
使
死
於
三

水
︑
則
未
知
如
何
︒﹂
⁝
⁝
大
臣
・
三
司
︑
不
敢
復
言
︒
上
仍
問
曰
︑﹁
善
n
︑
當

減
等
耶
︒﹂
重


曰
︑﹁
安
置
後
加
圍
籬
︒
其
後
審
理
時
︑
Z
撤
圍
籬
︒
今
將
何
以

處
之
︒﹂
上
曰
︑﹁
予
欲
定
配
於
南
方
︒﹂
太
和
・
命
夏
曰
︑﹁
此
則
未
爲
不
可
︒﹂

上
曰
︑﹁
定
配
南
方
︑
使
之
老
死
於
渠
鄕
︒﹂
⁝
⁝

(
133
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
二
S
甲
申
條

移
配
尹
善
n
于
光
陽
︒
善
n
之

初
命
移
配
也
︑
上
只
命
定
配
南
方
︑
不
言
安
置
減
等
︑
故
禁
府
於
定
配
單
子
︑
以

安
置
書
入
︒
上
問
于
政
院
曰
︑﹁
旣
以
定
配
爲
敎
︑
而
禁
府
不
e
成
命
︑
勿
以
安

置
書
入
︒
政
院
亦
何
以
捧
入
乎
︒﹂
政
院
	
曰
︑﹁
當
初
無
安
置
減
等
之
敎
︑
故
禁

府
如
是
書
入
︒
臣
等
亦
捧
入
︒
�
敎
如
此
︒
p
令
該
府
改
書
以
入
︒﹂
上
下
敎
曰
︑

﹁
毋
論
事
之
大
小
︑
已
e
成
命
︑
則
當
依
擧
行
︒
而
旣
以
定
配
付
標
以
下
之
後
︑

禁
府
敢
以
移
配
安
置
書
入
︑
抑
何
?
也
︒﹂
1
義
禁
洪
重


等
惶
恐
︑
乃
反
歸
咎

於
都
事
�
下
.
︑
	
曰
︑﹁
莫
重
定
配
單
子
︑
不
察
傳
旨
�
字
︑
只
循
d
案
︑
安

置
二
字
︑
矇
然
書
入
︑
事
極
可
駭
︒
當
該
都
事
汰
去
︑
本
府
.
︑
從
重
治
罪
︒﹂

於
是
善
n
移
配
光
陽
︒
善
n
家
在
海
南
︑
S
光
陽
至
A
︒
時
輩
皆
延
鬱
︑
而
無
敢

言
者
︒

(
134
)

こ
の
場
合
は
赦
典
と
し
て
の
﹁
放
�
¶
里
﹂
で
あ
る
︒
〇
﹃
哲
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑

哲
宗
十
年
七
S
癸
酉
條

敎
曰
︑﹁
重
臣
・
宰
臣
之
屢
S
行
譴
︑
不
無
斟
量
者
存
︒

龍
潭
縣
竄
配
罪
人
金
箕
晚
︑
中
和
府
竄
配
罪
人
沈
敬
澤
︑
安
邊
府
竄
配
罪
人
趙
徽

林
︑
竝
放
�
鄕
里
︒﹂
〇
﹁
哲
宗
記
事
﹂
(﹃
稗
林
﹄
U
收
本
)
哲
宗
十
一
年
二
S

條

傳
曰
︑﹁
放
�
¶
里
罪
人
金
箕
晚
︑
沈
敬
澤
︑
趙
徽
林
︑
幷
放
︒﹂

(
135
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
六
︑
肅
宗
二
十
八
年
五
S
甲
午
條

兩
司
申
三
大
臣
合
	
︒

答
曰
︑﹁
南
九
萬
・
柳
尙
ô
︑
中
>
付
處
︒﹂
是
後
九
萬
等
l
竄
之
	
︑
卽
停
︒
付

處
南
九
萬
于
牙
山
縣
︑
柳
尙
ô
于
稷
山
縣
︒
〇
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
七
︑
肅
宗

二
十
八
年
十
一
S
庚
午
條

命
釋
中
n
付
處
罪
人
南
九
萬
・
柳
尙
ô
︑
放
歸
田
里
︒

用
大
婚
後
赦
典
也
︒

(
136
)

『國
�
人
物
考
﹄
下
︑
南
九
萬
墓
誌
銘

(崔
昌
大
)

公
少
家
湖
西
之
結
城
︑
⁝
⁝

辛
巳

(一
七
〇
一
)︑
怨
公
者
柄
用
︑
持

(張
)
希
載
事
︑
p
竄
公
︒
上
不
許
曰
︑

﹁
予
知
其
心
事
︑
久
之
︒
﹂
只
配
牙
山
︒
蓋
�
於
臺
議
也
︒
C
宥
Z
結
城
︒
(
＊

﹃
藥
泉
集
﹄
に
收
め
る
父
・
南
二
星
の
﹁
行
狀
﹂
に
も
︑
か
れ

(南
二
星
)
が

﹁
結
城
¶
舍
﹂
か
ら
息
子

(
南
九
萬
)
に
手
紙
を
寄
せ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
︒
)

(
137
)

『忠
淸
n
邑
誌
﹄
第
四
十
五
册
︑
結
城
縣
︑
人
物
條

(亞
細
亞
�
�
社
影
刊
﹃
韓

國
地
理
志
叢
書
﹄
邑
誌
七
)
︒

(
138
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
二
︑
太
祖
元
年
十
S
庚
申
條

禹
玄
寶
・
李
穡
・
偰
長
壽
等
三

十
人
︑
外
方
從
¿
︒
李
詹
・
許
膺
等
三
十
人
︑
京
外
從
¿
︒
○
﹃
太
祖
實
錄
﹄
卷

三
︑
太
祖
二
年
正
S
丁
未
朔
條

宥
禹
玄
寶
・
李
穡
・
偰
長
壽
等
三
十
人
︑
許
京

外
從
¿
︒

(
139
)
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
六
︑
肅
宗
二
十
年
四
S
壬
辰
條

大
司
憲
李
奎
齡
︑
⁝
⁝

合
司
論
︑﹁
⁝
⁝
p
其
時
領
議
政
權
大
ô
︑
左
議
政
睦
來
善
︑
竝
絕
島
安
置
︒

⁝
⁝
﹂
上
從
之
︒
○
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
肅
宗
二
十
一
年
五
S
壬
戌
朔

引
見
大
臣
�
禁
府
・
𠛬
曹
堂
上
︑
駅
決
罪
人
︒
領
議
政
南
九
萬
︑
左
議
政
柳
尙
ô
︑

右
議
政
申
}
相
︑
皆
言
︑﹁
安
置
罪
人
權
大
ô
︑
年
踰
八
十
︑
且
其
心
事
不
至
慘

刻
︒
宜
放
之
︒﹂
上
從
之
︒
承
旨
金
盛
ø
�
三
司
諸
臣
︑
皆
力
爭
而
不
能
得
︒

⁝
⁝
憲
府
	
p
Z
收
大
ô
放
歸
田
里
之
命
︒
上
亦
不
允
︒
○
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三

十
三
︑
肅
宗
二
十
五
年
二
S
甲
辰
條

大
臣
・
禁
府
堂
上
・
三
司
入
侍
︑
行
駅
決
︒

放
歸
田
里
罪
人
權
大
ô
⁝
⁝
︑
竝
放
b
︒

(
140
)

『兩
銓
¿
攷
﹄
卷
一
︑
東
銓
︑
歲
抄

凡
收
吿
身
︑
�
罷
職
者
︑
每
冬
夏
季
S
初

一
日
︑
具
罪
名
︑
	
聞
︒﹇
(
�
)
付
處
減
等
︑
則
�
黜
施
行
︒
放
�
¶
里
・
放
歸

田
里
減
等
︑
則
依
被
謫
蒙
放
例
︒
被
謫
蒙
放
點
下
︑
則
職
牒
Z
h
︒
奪
吿
身
二
等

以
上
點
下
︑
則
減
一
等
︒
一
等
則
亦
職
牒
Z
h
︒
�
職
・
�
黜
・
刊
版
・
永
刊
等

罪
點
下
︑
則
亦
職
牒
Z
h
︒
職
牒
Z
h
・
譴
罷
・
罷
黜
・
不
敍
等
罪
點
下
︑
則
敍

用
︒﹈

(
141
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
中
宗
四
年
四
S
乙
酉
條

傳
曰
︑
﹁
A
觀
囚
徒
案
︑
皆
不
久

東 方 學 報
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滯
︒
然
其
中
恐
e
日
久
者
︒
囚
徒
�
收
職
牒
・
罷
職
人
︑
書
	
︒
欲
與
大
臣
︑
議

駅
放
︒﹂
永
嘉
府
院
君
金
壽
越
︑
左
議
政
朴
元
宗
︑
右
議
政
柳
順
汀
︑
.
曹
1
書

申
用
漑
︑
兵
曹
1
書
金
應
箕
︑
𠛬
曹
1
書
金
詮
等
議
︒
敍
用
者
四
人
︒
職
牒
Z
h

者
四
十
餘
人
矣
︒﹇
獄
囚
︑
則
時
方
覈
實
︑
不
議
︒﹈

(
142
)

d
揭
¨

(
140
)︑
參
照
︒

(
143
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
赦
令

永
不
除
職
者
︑
過
十
年
s
赦
︑
永
不
敍
用
者
︑
過
三

年
s
赦
︑
稟
旨
書
入
﹇
大
赦
則
勿
拘
此
限
﹈︒

(
144
)

d
揭
¨

(
131
)︑
參
照
︒

(
145
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
純
祖
七
年
正
S
己
巳
條

命
賜
死
罪
人
洪
樂
任
︑
復
官
�
︒

⁝
⁝
至
是
︑
敎
曰
︑﹁
⁝
⁝
賜
死
罪
人
洪
樂
任
︑
徒
液
案
爻
周
︑
復
其
官
�
等
;
︑

令
該
曹
擧
行
︒﹂

(
146
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
︑
正
祖
十
四
年
四
S
丁
丑
條

司
憲
府
﹇
持
*
李
敬
心
﹈

	
曰
︑﹁
⁝
⁝
A
來
赦
典
︑
每
e
徒
液
案
爻
周
之
命
︑
而
爻
周
卽
放
b
也
︒
⁝
⁝
﹂

(
147
)

『
�
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
�
宗
元
年
十
一
S
乙
巳
條

輪
對
︒
集
賢
殿
副
提
學
辛
碩

祖
⁝
⁝
印
	
曰
︑﹁
吿
身
�
奪
者
︑
若
s
恩
赦
︑
身
死
則
不
之
給
︒
假
如
二
人
︑

同
犯
一
罪
︑
一
人
生
則
Z
0
︑
一
人
死
則
否
︑
事
甚
不
均
︒
職
之
e
無
︑
雖
若
無

關
於
死
者
︑
子
孫
因
以
承
蔭
︑
且
書
神


︑
U
係
甚
重
︒
昔
�
王
之
恩
︑
下
�
枯

骨
︒
乞
勿
拘
生
歿
︑
一
體
施
行
︑
使
死
生
無
憾
︒
且
吿
身
�
奪
者
︑
未
滿
一
歲
︑

則
不
在
取
旨
之
例
︑
亦
未
¿
︒
但
當
論
罪
之
輕
重
︑
勿
限
年
之
久
A
︑
以
廣
自
怨

之
路
︒
⁝
⁝
﹂
上
曰
︑﹁
吿
身
不
拘
生
歿
︑
量
罪
Z
給
︑
予
當
2
思
而
處
之
︒

⁝
⁝
﹂

(
148
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
四
︑
純
祖
二
年
四
S
辛
丑
朔
條

咸
鏡
監
司
李
義
弼
	
言
︑﹁
慶

興
府
荐
棘
罪
人
e
ú
︑
今
三
S
十
一
日
物
故
︒
⁝
⁝
﹂
○
﹃
純
祖
實
錄
﹄
卷
九
︑

純
祖
六
年
十
一
S
丙
午
條

敎
曰
︑﹁
⁝
⁝
物
故
罪
人
徐
e
ú
罪
名
︑
爻
周
徒
液

案
︒﹂
○
同
上
︑
純
祖
六
年
十
二
S
甲
戌
朔
條

歲
抄
︑
d
鞫
廳
罪
人
趙
元
喆
︑

d
留
守
徐
e
ú
︑
職
牒
Z
給
︒
d
1
書
李
益
ô
︑
d
承
旨
®
尙
愚
︑
敍
用
︒

(
149
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
︑
正
祖
十
四
年
四
S
丁
丑
條

司
憲
府
﹇
持
*
李
敬
心
﹈

	
曰
︑﹁
⁝
⁝
A
來
赦
典
︑
每
e
徒
液
案
爻
周
之
命
︑
而
爻
周
卽
放
b
也
︒
A
聞
︑

名
在
丹
書
之
類
︑
若
蒙
爻
周
之
恩
︑
¿
稱
復
官
︑
祠
版
・
籍
單
︑
冒
書
職
銜
︒
其

爲
壞
隄
防
︑
駭
聽
聞
︑
非
細
故
也
︒
p
嚴
飭
金
吾
・
京
兆
︑
一
一
釐
正
︒
⁝
⁝
﹂

批
曰
︑﹁
⁝
⁝
徒
液
案
爻
周
後
︑
冒
書
職
銜
釐
正
事
︑
旣
e
竝
罪
名
爻
周
之
命
︑

則
與
只
命
爻
周
姓
名
於
配
案
差
閒
︒
今
何
必
一
一
査
出
乎
︒
雖
未
知
誰
家
何
人
︑

旣
書
之
祠
版
︑
使
之
一
一
洗
改
︑
則
爲
其
子
孫
者
︑
其
心
U
隱
痛
︑
必
e
百
倍
於

生
d
行
v
︒
非
特
曲
念
此
等
家
]
理
︑
以
�
家
忠
厚
之
風
︑
不
必
如
是
︒
亟
停
︒

⁝
⁝
﹂

(
150
)

�
孝
世
子
は
正
祖
の
長
子
︒
純
祖
の
衣
母
兄
︒
正
祖
六
年

(一
七
八
二
)
九
S
に

生
ま
れ
︑
正
祖
十
年

(一
七
八
六
)
五
S
に
五
歲
で
歿
し
た
︒

(
151
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
正
祖
六
年
十
二
S
乙
丑
條

召
見
大
臣
︑
義
禁
府
・
𠛬

曹
・
.
兵
曹
堂
上
︑
駅
放
三
千
一
百
三
十
七
人
︒
⁝
⁝
身
死
未
蒙
放
罪
人
申
晦
︑

旣
無
犯
�
之
跡
︑
則
惟
今
大
霈
︑
e
何
靳
持
︒
特
爲
給
牒
︒
l
竄
蒙
放
後
身
死
罪

人
韓
}
姶

謩
︑
⁝
⁝
罪
名
・
徒
液
案
爻
周
︒
�
�
人
尹
宣
擧
・
尹
拯
︑
皆
以
處
分
之

過
中
知
之
云
︒
今
番
赦
典
︑
何
必
靳
持
︒
亦
爲
復
官
︒
量
移
罪
人
陸
祖
煥
︑
島
配

罪
人
®
澤
孚
・
李
萱
︑
出
陸
罪
人
崔
東
嶽
・
李


溫
・
尹
弘
烈
︑
屛
裔
罪
人
安
寬

濟
︑
定
配
罪
人
安
f
濟
・
申
光
履
・
金
載
順
・
李
金
雲
・
李
復
一
・
尹
得
毅
・
金

悌
行
・
南
ø
老
・
李
�
模
︑
放
�
罪
人
趙
德
成
︑
身
死
未
蒙
放
罪
人
®
義
~
︑
罪

人
金
相
定
・
安
大
濟
・
金
相
戊
・
申
光
緝
︑
門
黜
罪
人
吳
n
鈺
・
趙
怯
・
李
潤

成
・
李
鎭
常
・
孟
鳴
l
・
尹
彜
復
︑
竝
放
︒
趙
濟
泰
・
金
昌
祿
・
李
弘
逵
・
李
弘

濟
︑
竝
減
等
︒
趙
嵎
︑
量
移
︒
圍
籬
安
置
罪
人
韓
光
綮
︑
撤
籬
︒﹂
時
︑
京
外
謫

籍
盡
空
︒
蓋
無
d
大
霈
也
︒

(
152
)

申
晦
︑
字
汝
根
︑
*
山
の
人
︒
英
祖
�
に
領
議
政
に
至
り
︑
丙
申
年

(正
祖
即
位

年
)
に
﹁
中
>
付
處
﹂
の
處
分
を
0
け
て
洪
州
の
謫
U
に
歿
し
た
︒
○
﹃
正
祖
實

錄
﹄
卷
一
︑
正
祖
卽
位
年
五
S
乙
未
條

命
�
黜
罪
人
申
晦
︑
中
>
付
處
︒
從
臺

	
也
︒
○
﹃
正
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
正
祖
六
年
十
二
S
乙
丑
條

召
見
大
臣
・
義

禁
府
・
𠛬
曹
・
.
兵
曹
堂
上
︑
駅
放
三
千
一
百
三
十
七
人
︒
敎
曰
︑﹁
⁝
⁝
身
死

未
蒙
放
罪
人
申
晦
︑
旣
無
犯
�
之
跡
︑
則
惟
今
大
霈
︑
e
何
靳
持
︒
特
爲
給
牒
︒

⁝
⁝
﹂

�鮮時代における三司の言論と官人の處罰
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(
153
)

韓
}
姶

謩
︑
字
敬
夫
︑
淸
州
の
人
︒
英
祖
�
に
領
議
政
に
至
り
︑
正
祖
初
年
に
﹁
中

>
付
處
﹂
の
處
分
を
0
け
て
豐
川
府
に
付
處
︒
つ
い
で
�
安
府
に
移
配
さ
れ
︑
さ

ら
に
﹁
l
竄
﹂
の
處
分
を
0
け
た
が
︑
ま
も
な
く
﹁
放
b
﹂
さ
れ
た
︒
〇
﹃
正
祖

實
錄
﹄
卽
位
年
九
S
甲
戌
條
︑
戊
子
條
︑
�
び
元
年
五
S
乙
亥
條
︑
參
照
︒

(
154
)

®
義
~
は
英
祖
�
の
弘
�
館
校
理
︒
○
﹃
正
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
正
祖
卽
位
年
四
S

己
巳
條

正
言
姜
忱
	
言
︑﹁
d
校
理
®
義
~
︑
爲
訓
局
郞
廳
時
︑
私
用
軍
錢
︑

至
於
七
千
餘
金
之
多
︒
p
施
屛
裔
之
典
︒﹂
命
�
黜
︒
○
同
上
︑
正
祖
卽
位
年
五

S
丙
子
條

�
對
︒
⁝
⁝
司
諫
院
﹇
大
司
諫
洪
檍
︑
獻
+
李
儒
慶
﹈
	
p
︑﹁
�

黜
罪
人
®
義
~
︑
先
改
三
司
之
職
︑
亟
施
屛
裔
之
典
︒﹂
依
	
︒
○
﹃
正
祖
實
錄
﹄

卷
十
四
︑
正
祖
六
年
十
二
S
乙
丑
條

召
見
大
臣
︑
義
禁
府
・
𠛬
曹
・
.
兵
曹
堂

上
︑
駅
放
三
千
一
百
三
十
七
人
︒
敎
曰
︑﹁
⁝
⁝
身
死
未
蒙
放
罪
人
®
義
~
︑

⁝
⁝
竝
放
︒﹂

(
155
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
正
祖
六
年
十
二
S
乙
丑
條

召
見
大
臣
︑
義
禁
府
・
𠛬

曹
・
.
兵
曹
堂
上
︑
駅
放
三
千
一
百
三
十
七
人
︒
⁝
⁝
身
死
未
蒙
放
罪
人
申
晦
︑

旣
無
犯
�
之
跡
︑
則
惟
今
大
霈
︑
e
何
靳
持
︒
特
爲
給
牒
︒
l
竄
蒙
放
後
身
死
罪

人
韓
}
姶

謩
︑
⁝
⁝
罪
名
・
徒
液
案
爻
周
︒
⁝
⁝
身
死
未
蒙
放
罪
人
®
義
~
︑
⁝
⁝

竝
放
︒
⁝
⁝
﹂
時
︑
京
外
謫
籍
盡
空
︒
蓋
無
d
大
霈
也
︒

(
156
)

『韓
�
綮
﹄
卷
五
︑
太
上
皇
︑
甲
子
元
年
條

大
院
君
以
仁
祖
以
來
罪
案
多
繫
\

重
︑
冤
氣
鬱
結
︑
令
政
府
︑
奏
除
在
大
�
外
者
四
百
人
罪
案
︒
竝
敍
其
子
孫
︒

(
157
)

｢推
考
a
罰
﹂
(﹃
孝
宗
實
錄
﹄
卷
七
︑
孝
宗
二
年
八
S
甲
寅
條
)︑﹁
罷
職
a
罰
﹂

(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
五
十
七
︑
肅
宗
四
十
二
年
二
S
甲
子
條
)︑﹁
�
黜
a
罰
﹂
(﹃
肅

宗
實
錄
﹄
卷
五
十
七
︑
肅
宗
四
十
二
年
二
S
癸
未
條
)︑﹁
付
處
a
罰
﹂
(﹃
英
祖
實

錄
﹄
卷
十
四
︑
英
祖
三
年
十
一
S
戊
寅
條
)﹁
l
竄
之
罰
﹂
(﹃
孝
宗
實
錄
﹄
卷
九
︑

孝
宗
三
年
十
二
月
丙
寅
條
)

等
︑
官
人
に
對
す
る
一
連
の
處
分
は
い
ず
れ
も

﹁
罰
﹂
と
よ
ば
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
賜
死
﹂
の
よ
う
な
重
大
な
處
分
を
﹁
罰
﹂

と
呼
ぶ
こ
と
に
は
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
は
﹁
𠛬
﹂
で
は
な

い
︒
な
お
︑﹃
書
經
﹄
呂
𠛬
に
﹁
五
𠛬
不
鯵
︑
正
于
五
罰
﹂
と
あ
り
︑﹃
說
�
解

字
﹄
の
﹁
罰
﹂
字
の
條
に
﹁
辠
之
小
者
︒
从
刀
从
詈
︒
未
以
刀
e
U
ý
︑
但
持
刀

罵
詈
︑
則
應
罰
﹂
と
あ
る
︒

(
158
)

『高
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
元
年
三
S
初
五
日
條

兩
司
再
�
聯
箚
︑
p
沈
履
澤
父
子
︑

施
以
當
律
︒
批
曰
︑﹁
法
曹
勘
斷
︑
宜
�
律
例
︑
而
特
敎
處
分
︑
事
體
不
同
︑
不

必
如
是
屢
煩
矣
︒
感
古
堂
之
忍
加
變
改
︑
不
敬
爲
甚
︒
沈
宜
冕
︑
永
�
仕
版
︑
放

�
鄕
里
︒﹂

(
159
)

｢囚
禁
・
推
鞫
・
照
律
﹂
の
手
續
き
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
�
鮮
初
!
の
笞
杖
𠛬

に
つ
い
て
﹂
(
d
揭
¨
4
)︑
參
照
︒

(
160
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
九
︑
純
祖
六
年
五
S
癸
亥
條

命
沈
~
漢
竄
配
傳
旨
︑
爻
周
︒

禁
府
	
言
︑﹁
癸
亥
春
︑
因
申
龜
�
上
駅
︑
沈
~
漢
竄
配
	
下
︑
而
以
臺
	
方
張
︑

不
得
擧
行
︒
今
臺
	
雖
停
︑
旣
e
傳
旨
︑
何
以
爲
之
︒﹂
?
e
是
命
︒
○
﹃
純
祖

實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
純
祖
二
十
七
年
十
S
庚
寅
條

義
禁
府
︑
以
﹁
沈
象
奎
・
曹

鳳
振
・
趙
璟
鎭
放
歸
田
里
︑
睦
臺
錫
・
韓
�
林
放
b
事
︑
令
下
︑
而
臺
	
方
張
︑

不
得
擧
行
﹂
爲
~
︒
令
卽
F
擧
行
︒

(
161
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
八
︑
顯
宗
三
年
十
二
S
甲
子
條

況
臺
	
未
停
之
d
︑
不

得
奉
行
︑
自
e
古
例
︒
〇
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
二
︑
肅
宗
二
十
四
年
十
S
庚
戌

條

臺
	
未
停
之
d
︑
凡
事
例
不
得
擧
行
︒
〇
﹃
南
�
日
錄
﹄
卷
十
五
︑
純
祖
五

年
八
S
初
八
日
條

臺
	
未
停
之
d
︑
雖
e
宥
命
︑
不
得
擧
行
︑
例
也
︒
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