
�
鮮
時
代
の
定
�
に
つ
い
て

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

定
�
の
定
義

二

律
に
よ
る
𠛬
罰

三

特
敎
に
よ
る
處
分

四

例
外
か
ら
定
式
へ

五

再
び
定
�
の
定
義

六

定
�
の
實
態

お
わ
り
に

は

じ

め

に

舊
韓
末

(純
宗
・
隆
熙
二
年
︑
一
九
〇
八
)
に
7
�
さ
れ
た
﹃
增
補
�
獻
備
考
﹄
の
﹁
𠛬
考
︑
諸
律
類
記
﹂
の
項
に
は
︑﹃
大
�
律
﹄
お
よ
び

﹃
經
國
大
典
﹄︑﹃
續
大
典
﹄
な
ど
︑
�
鮮
時
代
の
基
本
法
典
に
お
け
る
各
種
の
罪
名
・
𠛬
名
が
網
羅

に
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒
具
體

に
は
︑

﹁
笞
一
十
﹂
の
項
の
冒
頭
に
︑﹁
內
外
官
員
︑
除
職
の
後
︑
故
な
く
し
て
任
に
赴
か
ず
︑
限
を
�
ぐ
る
こ
と
一
日
の
者(1

)
﹂︑﹁
大
小
官
員
︑
故
な
く

し
て
︑
內
に
あ
り
て
は
�
參
せ
ず
︑
外
に
あ
り
て
は
公
座
に
事
を
署
せ
ず
︑
お
よ
び
官
�
の
暇
を
給
わ
り
て
限
滿
つ
る
に
︑
故
な
く
し
て
職
役
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に
�
ら
ざ
る
こ
と
一
日
の
者(2

)
﹂
と
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
︑﹁
凌
遲
處
死
﹂
の
項
の
末
尾
に
︑﹁
祖
父
母
・
父
母
を
毆
殺
す
る
者(3

)
﹂︑﹁
妻
妾

に
し
て
夫
の
祖
父
母
・
父
母
を
毆
殺
す
る
者(4

)
﹂
と
あ
る
こ
と
に
至
る
ま
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
笞
・
杖
・
徒
・
液
・
死
﹂
の
五
𠛬
に
該
當
す
る
罪
名

が
具
體

に
列
記
さ
れ
︑
そ
の
後
ろ
に
は
﹁
坐
贓
﹂︑﹁
不
枉
法
贓
﹂︑﹁
竊
盜
贓
﹂︑﹁
枉
法
贓
﹂︑﹁
常
人
盜
倉
庫
錢
糧
﹂︑﹁
監
守
自
盜
﹂︑﹁
計

贓
﹂
な
ど
の
︑
特
に
重
く
罰
せ
ら
れ
る
﹁
贓
罪
﹂
に
關
す
る
特
別
規
定
︱
︱
賄
賂
等
の
不
正
に
よ
っ
て
利
益
を
收
め
た
場
合
の
處
罰
規

定
︱
︱
が
列
記
さ
れ
る
︒
�
す
る
に
︑
�
鮮
時
代
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
﹁
罪
﹂
と
﹁
罰
﹂
と
が
︑
こ
こ
に
は
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
﹃
大
�
律
﹄
お
よ
び
﹃
經
國
大
典
﹄︑﹃
續
大
典
﹄
な
ど
の
基
本
法
典
に
お
い
て
𠛬
罰
の
對
象
と

す
る
こ
と
が
�
�
�
さ
れ
て
い
る
諸
行
爲
だ
け
で
︑
實
際
に
は
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
行
爲
が
𠛬
罰

(
な
い
し
處
分
)
の
對
象
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒﹁
律
﹂
に
�
�
の
な
い
行
爲
に
つ
い
て
は
︑
一
種
の
類
推
解
釋

(比
附
)
に
よ
っ
て
處
罰
す
る
か
︑

ま
た
は
國
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
っ
て
處
罰
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
一
囘
限
り
の
處
罰
で
あ
り
︑
以
後
に
�
例
と
し
て
�

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(5

)
︒
と
は
い
え
︑
例
外
も
た
び
重
な
れ
ば
先
例
と
な
り
︑
そ
の
一
部
は
﹃
經
國
大
典
﹄︑﹃
續
大
典
﹄
な
ど
の
�
鮮
獨
自

の
基
本
法
典
に
收
錄
さ
れ
る
こ
と
で
︑﹃
大
�
律
﹄
の
規
定
を
補
う
怨
た
な
法
源
︱
︱
こ
れ
も
廣
義
に
は
﹁
律
﹂
と
呼
ば
れ
る
︱
︱

と
し
て

の
機
能
を
擔
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
こ
で
﹁
律
﹂
と
い
う
の
は
︑
廣
義
に
は
𠛬
罰
法
規
一
般
の
こ
と
で
︑
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
�
り
で
は
な
い
︒
し
か
し
�
律
と
の
關

係
で
い
え
ば
︑
怨
た
に
�
加
さ
れ
た
諸
規
定
は
﹁
律

(
�
律
)
﹂
に
對
す
る
﹁
例
﹂
と
呼
ぶ
ほ
う
が
�
切
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
廣
義
の
﹁
律
﹂

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
例
﹂
を
含
む
︱
︱
を
網
羅
し
た
﹁
諸
律
類
記
﹂
に
は
︑
�
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹃
經
國
大
典
﹄︑﹃
續
大
典
﹄
等

の
�
鮮
の
獨
自
の
法
典
に
規
定
さ
れ
た
�
鮮
の
獨
自
の
﹁
罪
名
﹂
と
﹁
𠛬
名
﹂
と
が
數
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
た
い
︒

｢表
一
﹂
に
纏
め
た
の
は
︑
こ
の
﹁
諸
律
類
記
﹂
の
內
容
に
基
づ
い
て
﹁
�
律
﹂
の
本
來
の
𠛬
名
と
そ
れ
以
外
の
�
鮮
獨
自
の
𠛬
名
と
を
分

か
り
や
す
く
對
比
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
で
見
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
五
𠛬
﹂
の
な
か
で
も
�
律
の
﹁
徒
三
年
﹂
に
相
當
す
る
﹁
徒
�
﹂
の

𠛬
罰
︑
お
よ
び
﹁
液
三
千
里
﹂
に
相
當
す
る
﹁
定
�
﹂
の
𠛬
罰
が
︑
�
鮮
に
お
い
て
獨
自
に
發
 
し
て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

― 77 ―

77



こ
こ
で
﹁
徒
�
﹂
と
い
う
の
は
﹁
徒
年
定
�
﹂
の
略
で
︑
律
の
徒
𠛬
に
相
當
す
る
︒
後
営
す
る
と
お
り
︑
こ
れ
も
一
種
の
﹁
定
�
﹂
で
あ
る

が
︑
一
般
に
﹁
定
�
﹂
と
い
う
場
合
に
は
︑
律
の
液
𠛬
に
相
當
す
る
﹁
定
�
﹂
を
指
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
定
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑
從
來
︑

﹁
律
﹂
に
規
定
す
る
液
𠛬
の
同
義
語
と
し
て
漫
然
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
た
め
に
︑
兩
者
の
法
制
上
の
"
い
が
�
確
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た(

6
)

︒
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表一 律例の𠛬罰

(律) (例)

笞

笞一十

笞二十

笞三十

笞四十

笞五十

杖

杖六十

杖七十

杖八十

杖九十

杖一百 (𠛬推一#)

徒

杖六十・徒一年

杖七十・徒一年$

杖八十・徒二年

杖九十・徒二年$

杖一百・徒三年 杖一百・�徙

杖一百・閏軍

(𠛬推一#・) 徒�

液

杖一百・液二千里

杖一百・液二千五百里

杖一百・液三千里 杖一百・邊%閏軍

杖一百・定�

勿限年・定�

杖一百・%地定�

(𠛬推一#・) 邊%定�

(𠛬推一#・) 極邊定�

杖一百・絕島定�

(𠛬推一#・) 減死定�

(𠛬推一#・) 爲奴

死

'・待時 一律

'・不待時

斬・待時

斬・不待時

凌遲處死 梟示 (梟首)

＊�徙それ自體は徒二年に相當する。



そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
﹁
定
�
﹂
と
い
う
處
分
の
本
來
の
(
義
を
示
し

(第
一
違
)
︑﹃
大
�
律
﹄
に
よ
る
量
𠛬
の
原
則
を
檢
討
し
た
う
え

で

(第
二
違
)
︑
そ
の
原
則
の
外
に
成
立
し
た
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
の
實
態
を
示
す

(
第
三
違
)
︒
つ
ぎ
に
︑﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
の
一
部
が

﹁
定
式
﹂
と
し
て
條
�
�
さ
れ

(第
四
違
)
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
が
�
鮮
獨
自
の
﹁
𠛬
名
﹂
と
し
て
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
の
な

か
に
組
み
*
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
示
し

(第
五
違
)
︑
�
後
に
﹁
定
�
﹂
の
處
分
の
𠛬
罰
と
し
て
の
實
態
を
檢
討
す
る

(第
六
違
)
︒

繰
り
+
し
営
べ
る
が
︑﹁
定
�
﹂
の
處
分
は
﹁
律
﹂
に
規
定
す
る
液
𠛬
と
同
じ
よ
う
で
同
じ
で
は
な
い
︒
兩
者
が
法
制
上
ど
の
よ
う
に
衣

な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
以
下
︑
順
を
�
っ
て
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

一

定
�
の
定
義

定
�
と
は
�
,
を
定
め
る
こ
と
︑
ま
た
は
�
,
を
定
め
て
そ
の
地
に
�
液
す
る
こ
と
を
い
う
︒
辭
書
で
は
︑﹁
場
,
を
定
め
て
罪
人
を
液
�

す
る
こ
と
︒
(竄
�
)
︒﹂
と
定
義
し
て
い
る

(
�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
二
一
二
頁
)
︒
定
�
に
は
﹁
徒
𠛬
﹂
に
準
じ
る
定
�
と
︑﹁
液
𠛬
﹂

に
準
じ
る
定
�
と
の
二
種
類
が
あ
る
が
︑
-
者
は
﹁
徒
年
定
�
﹂︑
略
し
て
﹁
徒
�
﹂
と
い
う
の
で
︑
單
に
﹁
定
�
﹂
と
い
う
場
合
は
︑
後
者

の
﹁
液
𠛬
﹂
に
準
じ
る
定
�
を
指
す
こ
と
が
多
い
︒

こ
の
言
葉
は
本
來
正
式
の
﹁
𠛬
名
﹂
で
は
な
く
︑
し
た
が
っ
て
﹃
大
�
律
﹄
お
よ
び
﹃
經
國
大
典
﹄
の
な
か
に
は
﹁
定
�
﹂
と
い
う
𠛬
名
は

見
え
て
い
な
い
︒
そ
れ
が
獨
自
の
𠛬
名
と
し
て
確
立
す
る
の
は
︑
お
お
む
ね
�
鮮
後
.
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
定
�
﹂
と
い
う

言
葉
そ
れ
自
體
は
︑
す
で
に
-
.

(中
宗
�
)
の
こ
ろ
か
ら
/
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
0
で
き
る
︒

政
院
1
し
て
曰
く
︑﹁
倭
金
貿
2
人
の
漢
同
︑
隨
從
の
金
守
�
は
︑
麟
山
鎭
に
杖
�
せ
り
︒
鎭
は
︹
遼
東
の
︺
湯
站
と
密
4
す
︒
站
人
の

潛ひ
そ

か
に
相
7
貿
す
る
の
地
な
り
︒
守
�
は
本
よ
り

商
し
ょ
う

賈こ

を

業
な
り
わ
い

と
す
︒
今
者
︑
此こ
こ

に
定﹅

�﹅

す
る
は
︑
甚
だ
不
可
な
り
︒
⁝
⁝
﹂
(﹃
中
宗

實
錄
﹄
卷
四
十
三
︑
中
宗
十
六
年
十
A
己
卯
朔
條(7
)

)
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〔
淸
州
醫
生
姜
勇
虎
の
︺
上
言
に
曰
く
︑﹁
去
る
丙
申
年

(中
宗
三
十
一
年
︑
一
五
三
六
)
に
︑
本
D
觀
察
/
︑
生
獐
一
口
を
金
安
老
の
家
に

E
る
︒
臣
︑
奉
F
載
持
し
て
卽
ち
2
め
て
答
を
F
け
ん
と
す
︒
安
老
︑﹁
腐
敗
味
變
の

獐
の
ろ
じ
か

な
り
︑
奄
2
せ
よ
﹂
と
の
(
を
以
て
答
書
を

修
す
︒
監
司
︑
是
非
を
卞べ

ん

ぜ
ず
︑
𠛬
訊
し
て
推
鞫
す
︒
殞
命

慮
お
も
ん
ぱ
か

る
べ
し
︑
卽
ち
誣
Q
を
爲
し
︑﹁
封
�
の
物
︑
奄
2
﹂
の
罪
を
以
て
︑

京
畿
良
才
驛
に
徒
三
年
も
て
定﹅

�﹅

さ
れ
︑
�
り
て
重
罪
を
蒙
れ
り
︒
⁝
⁝
﹂
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
四
︑
中
宗
三
十
六
年
二
A
癸
未
條(8
)

)

右
二
例
に
見
え
る
﹁
定
�
﹂
は
︑
-
者
は
律
に
規
定
す
る
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
定
�
︑
後
者
は
﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂
の
定
�
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
﹁
𠛬
名
﹂
と
い
う
よ
り
は
︑
單
に
﹁
�
,
を
定
め
る
﹂
と
い
う
(
味
で
/
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

そ
も
そ
も
︑
�
律
の
徒
液
𠛬

(徒
𠛬
と
液
𠛬
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
杖
𠛬
が
附
加
さ
れ
て
お
り
︑﹁
杖
六
十
・
徒
一
年
﹂︑﹁
杖
七
十
・
徒
一
年

$
﹂︑﹁
杖
八
十
・
徒
二
年
﹂︑﹁
杖
九
十
・
徒
二
年
$
﹂︑﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂︑﹁
杖
一
百
・
液
二
千
里
﹂︑﹁
杖
一
百
・
液
二
千
五
百
里
﹂︑﹁
杖

一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
八
等
R
の
𠛬
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
-
揭
﹁
表
一
﹂
の
と
お
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
實
際
に
執
行
す
る

段
階
に
お
い
て
は
︑
さ
ら
に
﹁
決
・
�
﹂
に
よ
る
實
𠛬
と
﹁
收
贖
﹂
に
よ
る
罰
金
𠛬
と
の
︑
大
別
し
て
二
つ
の
執
行
形
態
が
あ
っ
た
こ
と
に
も

�
(
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
の
う
ち
︑﹁
決
・
�
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
決
﹂
は
罪
人
を
杖
打
す
る
こ
と
︑﹁
�
﹂
は
罪
人
を
�
,
に
移
E
す
る
こ
と
を
い
う
︒
反
對
に
︑

﹁
收
贖
﹂
と
い
う
の
は
︑
こ
の
﹁
決
・
�
﹂
の
兩
方
︑
ま
た
は
い
ず
れ
か
一
方
を
免
除
し
︑
そ
の
罪
を
金
品
の
2
入
に
よ
っ
て
代
替
す
る
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る(9

)
︒

義
禁
府
1
す
ら
く
︑﹁
黃
保
身
は
︑
雜
物
を
盜
用
し
︑
贓
を
計
る
こ
と
三
十
三
貫
な
り
︒
V
う
︑
律
に
依
り
て
︑
杖
一
百
・
液
三
千
里
・

刺
字
と
せ
ん
⁝
⁝
﹂
と
︒
上
︑
保
身
す
な
わ
ち
︹
黃
︺
喜
の
子
な
る
を
以
て
︑
特
に
優
容
を
加
え
︑
た
だ
杖
一
百
と
し
︑
刺
を
免
じ
︑
液

三
千
里
を
贖
す
︒
⁝
⁝

(﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
一
︑
世
宗
二
十
二
年
十
二
A
己
丑
條(10
)

)
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義
禁
府
︑
具
壽
聃
の
取
Q
照
律
を
以
て
入
1
す
︒
⁝
⁝
傳
し
て
曰
く
︑﹁
死
を
減
じ
︑
杖
一
百
は
贖
し
︑
吿
身
は
盡
く
�
奪
を
行
い
︑
液

三
千
里
と
し
て
可
な
り
﹂
と
︒
X
安
D
龍
泉
郡
に
液
�
す
︒
(﹃
中
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
中
宗
三
十
年
正
A
己
丑
條(11
)

)

右
二
例
の
う
ち
︑
-
者
は
﹁
杖
一
百
﹂
を
實
際
に
執
行

(

決
)
し
て
﹁
液
三
千
里
﹂
を
收
贖
と
し
た
事
例
︑
後
者
は
﹁
杖
一
百
﹂
を
收
贖

し
て
﹁
液
三
千
里
﹂
を
實
𠛬
と
し
た
事
例
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
收
贖
の
�
用
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
�
鮮
時
代
に
は
一
般
に
は

後
者
の
事
例
︑
つ
ま
り
杖
𠛬
を
收
贖
し
て
そ
の
う
え
で
�
,
に
移
E
す
る
事
例
の
ほ
う
が
多
い
︒

禁
府
︑﹁
忠
淸
-
監
司
趙
獻
永
は
︑
⁝
⁝
此こ

れ

を
以
て
照﹅

律﹅

し
﹇
杖
一
百
・
收
贖
・
吿
身
盡
行
�
奪
︑
液
三
千
里
︑
中
和
府
定﹅

�﹅

﹈︑
1
し
て

依
允
せ
ら
る
︒
(﹃
稗
林
﹄
第
四
册
︑﹁
哲
宗
記
事
﹂
哲
宗
十
三
年
六
A
條(12
)

)

右
は
十
九
世
紀
の
事
例
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
罪
を
犯
し
た
趙
獻
永
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
︑﹁
杖
一
百
﹂
は

收
贖
︑﹁
液
三
千
里
﹂
は
定﹅

�﹅

の
處
分
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
律
﹂
に
照
ら
し
て
﹁
徒
三
年
﹂︑﹁
液
三
千
里
﹂
な
ど
の
𠛬
に
擬
定

し
︑
そ
の
う
え
で
﹁
定
�
﹂
を
行
う
か
ら
︑
こ
れ
を
﹁
照
律
定
�(13

)
﹂
と
も
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
定
�
﹂
の
﹁
�
﹂
と
は
︑
律
に
い
う
﹁
決
・
�
﹂
の
﹁
�
﹂
の
こ
と
で
︑
�
は
徒
液
の
實
𠛬
�
決
を
F
け
た
罪
人
に
對
し

て
法
司
が
そ
の
﹁
�
,
﹂
を
指
定
し
︑
�
,
に
移
E
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
で
は
︑
そ
れ
が
﹁
徒
三
年
﹂︑﹁
液
三
千
里
﹂
な

ど
の
律
の
𠛬
名
を
離
れ
て
︑
そ
れ
自
體
で
獨
立
し
て
﹁
𠛬
名
﹂
と
し
て
の
(
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
︑
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二

律
に
よ
る
𠛬
罰

｢定
�
﹂
と
い
う
𠛬
名
が
成
立
す
る
�
Z
を
考
え
る
う
え
で
︑
ま
ず
確
0
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
�
鮮
時
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代
を
7
し
て
𠛬
罰
の
量
定
の
際
に
﹃
大
�
律
﹄
の
條
�
を
引
用
す
る
﹁
照
律
﹂
と
い
う
手
續
き
が
︑
ほ
ぼ
一
貫
し
て
[
守
さ
れ
續
け
て
い
た
と

い
う
事
實
で
あ
る
︒

も
と
も
と
�
律
に
は
斷
罪
に
あ
た
っ
て
﹁
須

す
べ
か

ら
く
具つ
ぶ

さ
に
律
令
を
引
く
べ
し(14

)
﹂
と
の
規
定
が
あ
る
が
︑
こ
の
規
定
の
と
お
り
︑
�
鮮
時
代

に
お
い
て
は
斷
罪
に
際
し
て
具
體

に
律
令
の
條
�
を
引
用
し
︑
律
令
の
𠛬
名
に
從
っ
て
�
決
を
下
す
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
︒

議
1
す
ら
く
︑
罪
人
福
同
は
︑
旣
に
結
案
を
捧
じ
た
り
︒
V
う
︑
律﹅

に
依
り
て
處
斷
せ
ら
れ
よ
と
︒
1
し
て
依
允
せ
ら
る
︒
同
日
︑
罪
人

福
同
︑
年
三
十
九
の
結
案
に
︑﹁
白
等

の
ぶ
れ
ば

︹
⁝
⁝
︺﹂
と
云
う
罪
は
︑﹃
大
�
律
﹄
奴
婢
毆
家
長
條
に
云
え
ら
く
︑﹁
奴
婢
の
家
長
を
殺
す
者
は
︑

凌
遲
處
死
﹂
と
︒
同
律
︑
死
囚
b
奏
待
報
條
に
云
え
ら
く
︑﹁
其
の
十
惡
の
罪
を
犯
し
て
應ま

さ

に
死
す
べ
き
者
は
︑
決
す
る
こ
と
時
を
待
た

ず
﹂
と
あ
る
を
も
っ
て
︑
福
同
は
︑
不
待
時
︑
凌
遲
處
死
と
な
さ
ん
と
の
事
︑
1
字
も
て
�
下
せ
り
︒
(﹃
推
案
e
鞫
案
﹄
哲
宗
�
︑
己
未
︑

弑
上
典
罪
人
福
同
推
案(15
)

)

議
1
す
ら
く
︑
罪
人
︹
任
︺
馹
熺
は
旣
に
結
案
を
捧
じ
た
り
︒
V
う
︑
律﹅

に
依
り
て
處
斷
せ
ら
れ
よ
と
︒
1
し
て
依
允
せ
ら
る
︒﹃
大
�

律
﹄
謀
反
條
に
云
え
ら
く
︑﹁
凡お

よ

そ
謀
反
︹
e
び
︺
大
h
は
︑
但お
よ

そ
共
謀
す
る
者
は
︑
首
從
を
分
た
ず
︑
皆
凌
遲
處
死
せ
よ
﹂
と
︒
同
律
︑

死
囚
b
奏
待
報
條
に
云
え
ら
く
︑﹁
其
の
十
惡
の
罪
を
犯
し
て
應ま

さ

に
死
す
べ
き
者
は
︑
決
す
る
こ
と
時
を
待
た
ず
﹂
と
あ
る
を
も
っ
て
︑

馹
熺
は
時
を
待
た
ず
︑
凌
遲
處
死
と
な
さ
ん
と
1
す
と
︒
⁝
⁝
1
し
て
依
允
せ
ら
る
︒
(﹃
推
案
e
鞫
案
﹄
哲
宗
�
︑
壬
戌
︑
h
i
馹
熺
鞫
案(16
)

)

右
二
例
は
い
ず
れ
も
十
九
世
紀

(哲
宗
�
)
の
斷
獄
j
料
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
す
で
に
滅
k
し
て
久
し
い
�﹅

�﹅

の
律

(大
�
律
)
を
引
い

て
︑
そ
の
條
�
に
從
っ
て
量
𠛬

(不
待
時
︑
凌
遲
處
死
)
を
行
っ
て
い
た
當
時
の
裁
�
の
あ
り
方
が
具
體

に
示
さ
れ
て
い
る
︒
�
鮮
時
代
l
體

を
7
し
て
︑
こ
の
﹁
照
律
﹂
の
手
續
き
に
は
變
m
は
な
い
︒
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も
ち
ろ
ん
︑
法
司
の
提
示
す
る
量
𠛬
に
對
し
︑
國
王
が
そ
れ
に
な
ん
ら
か
の
變
m
を
加
え
て
�
n

な
�
決
と
す
る
こ
と
も
た
び
た
び
で

あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
一
般
に
は
﹁
一
等
﹂
な
い
し
﹁
二
等
﹂
の
減
𠛬

(減
等
)
と
い
う
形
態
を
取
る
た
め
︑
そ
の
𠛬
名
も
結
局
は
﹃
大
�
律
﹄

に
規
定
す
る
﹁
五
𠛬
﹂
の
枠
內
に
收
ま
る
こ
と
に
な
る
︒

兵
曹
よ
り
黃
海
D
監
司
の
關
に
據
り
て
1
す
ら
く
︑﹁
內
鷹
人
・
-
副
司
直
仇
之
善
︑
內
敎
と
詐
稱
し
て

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
海
州
人
張
q
禮
の
鷹
子

を
奪
う
の
罪
は
︑
詐
傳
詔
旨
︹
に
該あ

た

り
︺︑
斬
す
べ
し
﹂
と
︒
命
じ
て
一﹅

等﹅

を
減
ぜ
し
め
︑
杖
一
百
・
液
三
千
里
と
す
︒
(﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷

二
十
︑
世
宗
五
年
五
A
甲
午
條(17
)

)

傳
旨
す
ら
く
︑﹁
內
府
の
財
物
を
盜
め
る
都
染
署
の
奴
の
冬
乙
仇
里
は
︑︹
斬
罪
よ
り
︺
二﹅

等﹅

を
減
じ
て
︑
杖
一
百
・
徒
三
年
と
す
﹂
と
︒

(﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
︑
世
宗
五
年
五
A
庚
子
條(18
)

)

右
二
例
の
う
ち
︑
-
者
は
�
律
の
本
來
の
量
𠛬

(凡
詐
傳
詔
旨
者
︑
斬(19
)

)
よ
り
罪
一
等
を
減
じ
て
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
�
決
を
下
し
た

も
の
︒
後
者
は
�
律
の
そ
れ

(凡
盜
內
府
財
物
者
︑
皆
斬(20
)

)
よ
り
罪
二
等
を
減
じ
て
﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂
の
�
決
を
下
し
た
も
の
で
︑
こ
の
場

合
︑
名
例
律
の
規
定
に
よ
り
︑﹁
二
死
・
三
液
は
︑
お
の
お
の
同と

も

に
一
減
と
爲な

｣
(21
)

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
鮮
で
は
�
決
に
際
し
て
﹃
大
�
律
﹄
の
條
�
を
引
用
し
︑
そ
の
規
定
に
卽
し
て
量
𠛬
を
行
っ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
そ
こ

に
現
れ
る
𠛬
名
は
︑
當
然
﹃
大
�
律
﹄
に
規
定
す
る
﹁
五
𠛬
﹂
の
𠛬
名
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
實
際
の
�
決
で
は
︑

律
の
五
𠛬
以
外
に
︑
し
ば
し
ば
�
鮮
の
獨
自
の
𠛬
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
代
表
例
と
な
る
も
の
が
﹁
定
�
﹂
で
あ
っ
た
︒

で
は
︑
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
︑
そ
も
そ
も
律
の
條
�
は
法
司
の
量
𠛬
を
規
定
す
る
だ
け
で
︑
國
王
そ
の

人
は
律
の
規
定
に
x
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
自
由
に
𠛬
罰

(な
い
し
處
分
)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
は
︑
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そ
も
そ
も
﹃
大
�
律
﹄
そ
れ
自
體
に
お
い
て
も
0
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

死
に
至
る
者
は
︑
た
だ
﹁
律
に
依
れ
ば
合ま

さ

に
死
す
べ
き
を
犯
す
に
准
ず
﹂
と
云
い
︑
敢
え
て
'
・
斬
と
正
言
せ
ず
︑
上
裁
よ
り
取
れ
︒

(﹃
大
�
律
﹄
卷
一
︑
名
例
律
︑
應
議
者
犯
罪
條(22
)

)

右
は
君
y
の
特
別
の
恩
z
に
與
る
者

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
八
議
｣
︱
︱
の
犯
罪
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
が
︑
こ
の
場
合
に
は
法
司
は
﹁
'
﹂

と
も
﹁
斬
﹂
と
も
量
𠛬
は
行
わ
ず
︑
す
べ
て
は
君
y
の
裁
定

(上
裁
)
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
'
﹂
と
す
る
か
﹁
斬
﹂
と
す
る
か
︑

は
た
ま
た
そ
れ
以
外
の
處
分
を
下
す
か
は
︑
す
べ
て
君
y
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
﹁
八
議
﹂
と
い
う
特
別
な
身
分
の
も
の
に
對
す
る
場
合
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
一
般
の
事
案
に
つ
い
て
も
︑
�
n


に
は
君
y
が
﹁
律
﹂
の
規
定
を
超
越
す
る
權
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒
君
y
は
時
に
﹁
恩
赦
﹂
を
發
布
し
︑﹁
已
に
發
覺
せ

る
と
未
だ
發
覺
せ
ざ
る
と
︑
已
に
結
正
せ
る
と
未
だ
結
正
せ
ざ
る
と
は
︑
み
な
宥ゆ

る

し
て
こ
れ
を
除
﹂
き(23

)
︑
す
べ
て
の
罪
人
に
赦
宥
を
與
え
る
こ

と
が
で
き
た
が
︑
そ
れ
と
い
う
の
も
君
y
は
﹁
律
﹂
の
規
定
を
超
越
し
︑﹁
律
﹂
の
規
定
の
外
に
お
い
て
自
由
に
𠛬
罰

(な
い
し
處
分
)
を
行
う

こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い(24

)
︒

｢
諸
律
類
記
﹂
に
見
え
る
﹁
五
𠛬
﹂
以
外
の
𠛬
名
は
︑
も
と
を
た
だ
せ
ば
︑
國
王
の
大
權
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
例
外

な
處
分
︱
︱
い
わ
ゆ

る
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
︱
︱
に
由
來
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
が
定
式
�
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
鮮
獨
自
の

﹁
定
�
﹂
と
い
う
𠛬
名
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

三

特
敎
に
よ
る
處
分

�
鮮
時
代
の
裁
�

︱
︱
特
に
死
𠛬
案
件
の
場
合
︱
︱
は
︑
原
則
と
し
て
囚
禁
・
推
鞫
・
照
律
と
い
う
三
つ
の
手
續
き
を
經
て
︑
�
n

に
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は
國
王
自
ら
が
�
決

(
�
付
)
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る(25

)
︒
し
か
し
︑
國
王
の
�
決
は
必
ず
し
も
﹁
照
律
﹂
の
手
續
き
を
待
つ
こ
と
な
く
︑

﹁
照
律
﹂
以
-
の
段
階
に
お
い
て
︑﹁
律
﹂
の
規
定
を
離
れ
て
自
由
に
下
す
こ
と
も
で
き
た
︒

お
よ
そ
罪
人
の
𠛬
推
は
︑
す
な
わ
ち
實
狀
を
究
問
し
︑
こ
れ
を
し
て
就
Q
せ
し
む
る
,
以
な
り
︒
そ
の
就
Q
の
後
︑
照﹅

律﹅

の
時
に
e
ん
で
︑

も
し
特﹅

敎﹅

に
因
り
て
處
斷
す
る
と
こ
ろ
q
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
あ
る
い
は
一
D
た
り
︒︹
然
れ
ど
も
︺
そ
の
取
Q
と
否
と
を
問
わ
ず
︑
た
だ

一
#
の
𠛬﹅

推﹅

を
施
し
て
︑
た
だ
ち
に
先ま

ず
定﹅

�﹅

す
る
に
至
り
て
は
︑
法
�
の
本
(
に
"
う
あ
り
︒

(
李
世
白
﹃
雩
沙
集
﹄
卷
八
︑
莫
禮
原
�

�
付
稟
旨
1
﹇
甲
子

(肅
宗
十
年
︑
一
六
八
四
)︑
承
旨
時(26
)

﹈

こ
れ
は
肅
宗
九
年

(一
六
八
三
)
末
に
發
覺
し
た
巫
女
莫
禮
の
宮
中
祈


事
件(27

)
に
關
す
る
も
の
︒
右
の
李
世
白

(
一
六
三
五
～
一
七
〇
三
)
の

指
摘
に
よ
れ
ば
︑
拷
問
に
よ
る
取
り
�
べ

(
𠛬
推
)
を
7
し
て
犯
人
の
自
白
を
取
り
付
け

(
取
Q
)
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
﹁
照
律
﹂
を
行
っ
た
後
︑

王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
っ
て
減
𠛬
そ
の
他
の
特
別
の
處
分
を
下
す
こ
と
は
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
︑
い
ち
お
う
D
理
の
あ
る
や
り
方
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

犯
人
の
自
白
の
q
無
を
問
わ
ず
︑
訊
杖
一
セ
ッ
ト

(三
十
度
)
の
拷
問
を
施
し
た
だ
け
で
中
�
で
裁
�
を
打
ち
切
り
︑
正
式
に
﹁
照
律
﹂
を
行

う
こ
と
な
く
た
だ
ち
に
﹁
定
�
﹂
の
處
分
を
下
す
こ
と
は
︑
律
の
本
(
か
ら
は
ず
れ
た
�
っ
た
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
種
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
は
︑
�
鮮
後
.
に
お
い
て
は
す
で
に
一
般

な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

上

(肅
宗
)
敎
を
下
し
て
曰
く
︑﹁
內
官

(宦
官
)
の
李
東
卨
・
申
�
碩
・
金
峻
完
・
朴
重
慶
等
は
︑
身
を
持
す
る
こ
と
悖は
い

惡あ
く

︑
國
法
を
畏

る
る
罔
く
︑
愕
く
べ
き
の
事
︑
一
に
し
て
足
ら
ず
︒
各
別
に
嚴﹅

𠛬﹅

す
る
こ
と
一
#
の
後
︑
大
靜
縣

(
濟
州
島
)
に
絕
島
定﹅

�﹅

せ
よ
﹂
と
︒

(﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
四
︑
肅
宗
二
十
六
年
二
A
丁
卯
條(28
)

)
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〔諫
院
︺
ま
た
1
す
ら
く
︑﹁
h
宦
と
�
7
す
る
の
宮
婢
は
︑
旣
に
已
に
現
露
せ
り
︒
而
る
に
島
�
の
命
︑
(
外
に
出
ず
︒
V
う
︑
鞫
廳
に

出
付
し
て
︑
嚴
覈
し
て
法
を
正
さ
し
め
よ
﹂
と
︒
上

(英
祖
)
曰
く
︑﹁
問
う
べ
き
の
端
な
し
︒
秋
曹

(
𠛬
曹
)
を
し
て
嚴﹅

𠛬﹅

せ
し
む
る
こ

と
二
#
の
後
︑
絕
島
定﹅

�﹅

せ
よ
﹂
と
︒
(﹃
英
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
英
祖
六
年
四
A
庚
申
條(
29
)

)

命
ず
ら
く
︑﹁
讖
書
祕
記
を
ば
藏
置
し
て
現
露
す
る
者
は
︑
D
臣
を
し
て
狀
聞
せ
し
め
て
後
︑
嚴﹅

𠛬﹅

す
る
こ
と
三
#
に
て
︑
海
島
に
定﹅

�﹅

せ
よ
﹂
と
︒
蓋
し
︹
裴
︺
胤
玄
の
事
に
因
る
な
り
︒
(﹃
英
祖
實
錄
﹄
卷
九
十
九
︑
英
祖
三
十
八
年
二
A
癸
巳
條(30
)

)

右
三
例
は
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
っ
て
中
�
で
裁
�
を
打
ち
切
り
︑﹁
嚴
𠛬
一
#

(
二
#
︑
三
#
)
﹂
の
う
え
で
﹁
照
律
﹂
を
經
ず
に
﹁
定
�
﹂

の
處
分
を
下
し
た
も
の
︒﹁
嚴
𠛬
﹂
と
は
嚴
し
く
﹁
𠛬
推
﹂
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
取
り
�
べ
の
段
階
に
お
け
る
拷
問

(訊
杖
)
の
こ
と
で
あ
る

が
︑
こ
れ
を
一
セ
ッ
ト

(
7
例
三
十
囘
)
加
え
て
︑
そ
の
う
え
で
﹁
定
�
﹂
の
處
分
を
下
す
︒
こ
の
場
合
︑﹁
𠛬
推
一
#
﹂
は
﹁
杖
一
百
﹂
に
準

じ
る
規
定
で
あ
る
か
ら(31

)
︑
こ
れ
は
事
實
上
︑﹁
照
律
﹂
な
し
に
執
行
さ
れ
る
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
罰
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

-
営
の
李
世
白
は
︑
こ
の
種
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
を
批
�
し
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
照
律
﹂
に
よ
っ
て
正
式
に
量
𠛬
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と

y
張
し
て
い
た
︒
そ
の
場
合
︑
具
體

に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
た
と
え
ば
﹁
大
h
﹂
お
よ
び
﹁
不
D
﹂
の
罪
に
よ
る
﹁
死
𠛬

(斬
・
'
)
﹂

の
�
決
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
繰
り
+
し
�
こ
る
謀
反
・
大
h
の
事
件
︱
︱
そ
れ
ら
は
基
本

に
死
𠛬
に
相
當
す
る
︱
︱
に
際
し
︑
い
ち
い

ち
犯
人
の
自
白

(遲
晚
)
を
待
っ
て
︑
そ
の
う
え
で
﹁
照
律
﹂
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
事
態
の
收
拾
は
覺
束
な
い
︒
そ
こ
で
︑
本
來
は
さ
ら
に

重
い
罪

(死
𠛬
)
が
豫
想
さ
れ
る
場
合
︑
し
か
し
死
𠛬
と
す
る
に
は
�
狀
�
量
の
餘
地
が
あ
る
場
合
に
早
々
に
裁
�
を
打
ち
切
っ
て
︑
王
の

﹁
特
敎
﹂
に
よ
っ
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
を
行
う
こ
と
が
︑
�
鮮
後
.
に
は
廣
く
一
般
�
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
場
合
︑﹁
死
罪
﹂
よ
り
一
等
を
減
ず
れ
ば
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
と
な
る
が
︑
こ
の
う
ち
﹁
杖
一
百
﹂
は
取
り
�
べ
の
段
階
に
お
け

る
﹁
訊
杖
﹂
に
よ
っ
て
事
實
上
執
行
濟
み
︒
ま
た
士
大
夫

(兩
班
)
の
場
合
は
7
例
﹁
收
贖
﹂
を
許
し
て
實
𠛬
を
免
除
す
る
︒
し
か
も
︑
公
罪
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(職
務
�
行
上
の
�
失
)
に
つ
い
て
は
,
屬
の
官
廳
よ
り
贖
を
2
め
る
慣
例
も
あ
る
の
で(32

)
︑
こ
の
場
合
も
﹁
杖
一
百
﹂
は
𠛬
罰
と
し
て
ほ
と
ん
ど
(

味
を
持
た
な
い
︒
そ
こ
で
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
に
準
じ
る
處
分
と
し
て
は
︑
單
に
﹁
定
�
﹂
の
命
令
の
み
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
點
を
も
う
少
し
具
體

に
い
う
と
︑
士
大
夫

(兩
班
)
に
對
す
る
處
分
と
し
て
は
﹁
杖
𠛬
﹂
を
�
わ
ず
に
單
に
﹁
定
�
﹂
の
み
を
命
じ
︑

庶
民

(常
漢
)
に
對
す
る
處
分
と
し
て
は
訊
問
の
�
Z
で
﹁
𠛬
推
一
#
﹂
を
加
え
た
う
え
で
﹁
定
�
﹂
を
命
じ
る
こ
と
が
多
い(33

)
︒
士
大
夫

(兩

班
)
に
對
す
る
�
戒

(罰
)
と
し
て
の
定
�
は
﹁
%
竄
﹂
と
も
い
う(34

)
︒﹁
𠛬
罰

(
𠛬
)
﹂
と
し
て
の
定
�
と
﹁
�
戒

(罰
)
﹂
と
し
て
の
定
�
と
は

�
確
に
は
區
別
し
が
た
い
場
合
も
多
い
が
︑
一
應
︑
杖
𠛬
が
�
う
場
合
は
﹁
𠛬
罰

(
𠛬
)
﹂
と
し
て
の
定
�
︑
杖
𠛬
を
�
わ
な
い
場
合
は
﹁
�

戒

(罰
)
﹂
と
し
て
の
定
�
と
し
て
理
解
し
て
お
く
︒
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
﹁
特
敎
定
�
﹂
で
あ
る(

35
)

︒

で
は
︑
こ
の
﹁
特
敎
定
�
﹂
に
お
い
て
﹁
液
三
千
里
﹂
な
ど
の
里
Z
の
指
定
が
�
わ
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
﹁
本
國
の
地
境
は
︑
み
な
三
千
里
に
滿
た
ず(36

)
﹂︑
�
鮮
國
に
お
い
て
は
﹁
三
千
里
﹂
と
い

う
里
Z
の
指
定
は
ほ
と
ん
ど
(
味
を
も
た
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
一
說
に
よ
る
と
﹁
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
を
執
行

す
る
た
め
に
�
,
へ
の
行
Z
を
わ
ざ
わ
ざ
迂
囘
さ
せ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
が(37

)
︑
實
際
に
は
單
に
%
方
に

�
,
を
定
め
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
︑﹁
液
三
千
里
﹂
の
里
Z
は
�
鮮
で
は
單
な
る
記
號
と
�
し
て
い
た
と

考
え
て
お
く
ほ
う
が
�
當
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
に
︑﹁
照
律
﹂
を
行
っ
て
い
な
い
以
上
は
律
の
規
定
ど
お
り
に
﹁
液
三
千
里
﹂
と
指
定
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
定
�
﹂
の
處
分
は
﹁
液
二
千
里
﹂
と
も
﹁
液
二
千
五
百
里
﹂
と
も
︑
は
た
ま
た
﹁
液

三
千
里
﹂
と
も
︑
�
確
に
量
𠛬
を
定
め
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
妙
味
が
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
特
敎
の
處
分
に
お

い
て
は
里
Z
の
�
確
な
指
定
を
�
け
て
︑
單
に
﹁
定
�
﹂
と
の
み
稱
し
︑
そ
の
う
え
で
%
處

(
%
地
)
︑
絕
塞

(邊
%
︑
極
邊
)
︑
絕
島
な
ど
と
︑
�
,
の
%
4
を
大
ま
か
に
指
定
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(
表
二
)
︒

か
く
し
て
王
が
﹁
定
�
﹂
の
命
令
を
下
す
と
︑
そ
の
あ
と
の
具
體

な
處
分
︑
つ
ま
り
﹁
�
,
﹂
の
�
定
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表二 定�の諸相

【照律定�】 【特敎定�】

徒一年〜徒三年・定� 徒� (徒年定�)

液二千里・定� 定� (%地定�)

液二千五百里・定� 邊%定�、極邊定�

液三千里・定� 絕島定�

＊律の里Zとの對比は�宜なものにすぎない。

＊士大夫に對する處分の場合は「%竄」ともいう。



は
法
司

(義
禁
府
・
𠛬
曹
)
が
擔
當
し
︑﹁
定
�
單
子
﹂
を
提
出
し
て
王
の
裁
可
を
求
め
る
︒
こ
の
�
,
の
%
4
に
よ
っ
て
︑﹁
定
�
﹂
の
處
分

の
重
さ
が
�
妙
に
�
�
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

四

例
外
か
ら
定
式
へ

特
敎
に
よ
る
定
�
の
處
分
は
﹁
照
律
﹂
の
手
續
き
を
踏
む
こ
と
な
く
︑
つ
ま
り
﹃
大
�
律
﹄
に
よ
る
正
當
性
の
裏
付
け
を
得
る
こ
と
な
く
︑

個
々
の
王
の
命
令
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
處
分
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
�
例
と
し
て
の
效
力
を
持
た
ず
︑
あ
く
ま
で
も
一
囘
限
り
の
例

外

な
處
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
種
の
事
例
が
積
み
重
な
っ
て
く
る
と
︑
本
來
﹁
例
外
﹂
で
あ
っ
た
も
の
も
︑
お
の
ず
か
ら
一
つ
の
﹁
例
﹂
と
し
て
の
重
み

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
︒
こ
の
た
め
︑
王
が
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
を
下
す
際
に
も
︑
將
來
�
例
と
し
て
參
照
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
︑

あ
ら
か
じ
め
そ
の
(
圖
を
示
し
︑﹁
永
く
定
式
と
爲
せ
﹂
な
ど
の
�
言
を
加
え
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
を
定
式
�
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
孝
宗
三
年

(一
六
五
二
)
︑
昭
媛
趙
氏
の
呪
詛
事
件(38

)
に
關
聯
し
て
處
𠛬
さ
れ
た
宮
婢
の
夫

(貴
同
)
に
﹁
緣
坐
﹂
の
罪
を
�
用
す
べ

き
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
と
き
︑
孝
宗
は
夫
に
も
﹁
緣
坐
﹂
の
罪
を
�
用
す
べ
き
で
あ
る
と
�
斷
し
︑
夫

(
貴
同
)
を
﹁
奴
と
爲
し
て
邊
邑

に
定
�
﹂
し
た
う
え
で
︑﹁
今
よ
り
永
く
定﹅

式﹅

と
爲
し
て
[
行
﹂
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る(39

)
︒

こ
う
し
て
﹁
定
式
﹂
と
な
っ
た
王
命
の
な
か
に
は
︑
や
が
て
空
�
と
�
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
︑
實
際
に
長
く
[
行
さ
れ
續
け
た
も
の
も
あ
る
︒

﹃
增
補
�
獻
備
考
﹄
𠛬
典
︑
諸
律
類
記
の
項
に
擧
げ
る
諸
條
�
は
﹃
大
�
律
﹄
お
よ
び
﹃
經
國
大
典
﹄︑﹃
續
大
典
﹄
,
收
の
諸
條
�
を
分
類
し

た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
︑﹃
經
國
大
典
﹄
,
收
の
諸
條
�
は
�
鮮
初
.
の
王
命
の
集
成
で
あ
り
︑﹃
續
大
典
﹄
,
收
の
諸
條
�
は
﹃
經
國

大
典
﹄
以
影
の
王
命
の
集
成
で
あ
る
︒
數
あ
る
王
命
の
な
か
で
︑
特
に
﹁
定
式
﹂
と
な
っ
た
も
の
の
み
が
︑
や
が
て
﹃
經
國
大
典
﹄
お
よ
び

﹃
續
大
典
﹄
に
收
錄
さ
れ
︑﹁
律
﹂
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(40

)
︒

た
と
え
ば
肅
宗
八
年

(一
六
八
二
)
の
こ
と
︒
鎭
川
縣
の
儒
生
朴
之
泰
等
が
同
縣
の
�
,

(
留
�
品
官
,
と
よ
ば
れ
る
在
地
士
族
の
組
織
)
の
權
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鎰
な
る
者
と
も
め
ご
と
を
�
こ
し
︑︹
權
鎰
を
荏
持
す
る
︺
地
方
官

(土
y
︑
縣
監
)
を
�
い
出
そ
う
と
し
て
︑
地
方
官
に
對
す
る
集
團
抗
議
活

動
を
行
っ
た
た
め
︑
監
司
の
狀
1
に
よ
り
﹁
邊
%
定
�
﹂
の
處
分
を
F
け
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た(41

)
︒
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑﹃
怨

補
F
敎
輯
錄
﹄
(一
七
四
三
年
7
�
)
の
𠛬
典
︑
推
斷
の
條
に
︑
#
の
條
�
が
收
錄
さ
れ
る
︒

儒
生
の
齊
�
し
て
土
y
の
-
に
發
惡
し
︑
な
お
官
門
の
外
お
よ
び
�
�
の
外
に
會
哭
を
爲
す
者
は
︑
嚴
𠛬
し
て
Q

(罪
の
招
Q
)
を
取
り

し
後
︑
邊
%
に
定
�
せ
よ
﹇
康
熙
壬
戌

(肅
宗
八
年
︑
一
六
八
二
)
承
傳(42

)
﹈︒

會
哭
の
儒
生
は
︑
液
三
千
里
︒
7
�
の
儒
生
は
︑
徒
�
せ
よ
﹇
康
熙
壬
戌

(
肅
宗
八
年
︑
一
六
八
二
)
承
傳(

43
)

﹈︒

そ
う
し
て
こ
の
條
�
を
F
け
て
︑﹃
續
大
典
﹄
(一
七
四
四
年
7
�
︑
一
七
四
六
年
刊
行
)
の
𠛬
典
︑
推
斷
の
條
に
#
の
條
�
が
收
錄
さ
れ
た
︒

儒
生
の
土
y
に
發
惡
し
︑
�
�
あ
る
い
は
官
門
の
外
に
會
哭
す
る
者
は
︑
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹇
但
し
7
�
に
參
ず
る
者
は
︑
徒
�(44

)
﹈︒

右
の
事
例
で
み
る
と
︑
も
と
も
と
王
の
特
敎
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
﹁
邊
%
定
�
﹂
の
處
分
が
︑
そ
の
後
の
條
�
作
成
の
�
Z
で
は
﹁
杖
一

百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
定
�
﹂
の
處
分
は
一
般
に
は
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
に
準
じ
る
處
分

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
う
一
つ
は
英
祖
十
年

(一
七
三
四
)
の
こ
と
︒
咸
鏡
南
D
の
兵
營
の
將
校
・
裴
守
賢
な
る
者
の
妻

(
小
名
は
者
斤
禮
)
は
︑
夫
が
些
細
な
こ

と
で
罪
を
問
わ
れ
て
兵
/
李
義
豐
に
杖
殺
さ
れ
た
こ
と
を
恨
み
︑
親
族
を
語
ら
っ
て
兵
/
を
殺
そ
う
と
し
て
未
�
に
n
わ
っ
た(45

)
︒
こ
の
事
件
を

き
っ
か
け
と
し
て
︑﹃
怨
補
F
敎
輯
錄
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
の
條
に
︑
#
の
條
�
が
收
錄
さ
れ
る
︒
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�
卒
の
兵
/
を
殺
さ
ん
と
謀
り
て
︑
�
刺
す
る
に
至
る
者
は
︑
謀
首
は
則
ち
直
ち
に
梟
示
を
爲
し
︑
之こ
の

#つ
ぎ

の
罪
人
等
は
︑
竝
び
に
絕
島
に

定
�
せ
よ
︒
7
引
・
e
唱
・
門
卒
は
︑
極
邊
に
定
�
せ
よ
﹇
雍
正
甲
寅

(英
祖
十
年
︑
一
七
三
四
)
承
傳(

46
)

﹈︒

そ
う
し
て
こ
の
條
�
を
F
け
て
︑﹃
續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
の
條
に
#
の
條
�
が
收
錄
さ
れ
た
︒

�
卒
の
帥
臣
を
殺
さ
ん
と
謀
る
者
は
︑
首
謀
は
梟
示
︒
從
た
る
は
︑
竝
び
に
絕
島
に
定
�
せ
よ
︒
官
屬
の
防
禦
せ
ざ
る
者
は
︑
極
邊
に
定

�
せ
よ(47

)
︒

こ
こ
で
は
首
謀
者
は
死
𠛬

(梟
示
)
で
あ
る
が
︑
從
犯
者
は
罪
一
等
を
減
じ
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
に
と
ど
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
定
�
﹂

は
死
罪
よ
り
一
等
を
減
じ
た
𠛬
︑
す
な
わ
ち
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
に
準
じ
る
處
分
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

五

再
び
定
�
の
定
義

か
く
し
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
事
例
が
各
種
の
法
典
類
に
記
載
さ
れ
︑
そ
れ
が
一
つ
の
﹁
𠛬
名
﹂
と
し
て
確
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
#
に
は

そ
れ
を
﹁
律
﹂
の
本
來
の
𠛬
名
で
あ
る
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
の
な
か
に
�
確
に
位
置
づ
け
︑
徒
液
と
の
關
係
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
必
�
に
な
っ

て
く
る
︒
た
と
え
ば
恩
赦
の
際
︑﹁
定
�
﹂
の
罪
人
と
﹁
液
三
千
里
﹂
の
罪
人
︑﹁
徒
三
年
﹂
の
罪
人
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
取
り
�
う
べ

き
か
を
�
確
に
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
た
め
︑﹃
續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
赦
令
の
條
を
み
る
と
︑

赦
令
の
時
ご
と
に
︑
罪
人
の
放
・
未
放
を
ば
︑
京
は
則
ち
本
曹
・
義
禁
府
よ
り
︑
外
は
則
ち
觀
察
/
よ
り
︑
等
を
分
ち
て
錄
1
せ
よ
︒
お

よ
そ
徒﹅

年﹅

に
係
れ
ば
︑
則
ち
輕
重
に
論
な
く
︑
み
な
放
て
︒
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と
あ
る
そ
の
�
に
︑

減
死
・
定
�
・
液
三
千
里
に
論
な
く
︑
減
等
す
れ
ば
則
ち
み
な
徒﹅

年﹅

と
爲
す
︒
駅
決
の
時
に
減
等
す
る
こ
と
︑
務
め
て
愼
惜
を
爲
せ
︒

と
の
規
定
が
怨
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(48

)
︒

こ
の
規
定
は
︑
實
は
英
祖
二
十
年

(一
七
四
四
)
四
A
の
金
在
魯
の
提
言
を
條
�
�
し
た
も
の
で
︑
こ
の
提
言
に
よ
る
と
︑
本
來
﹁
死
罪
﹂

を
犯
し
た
者
が
﹁
減
死
﹂
の
恩
典
に
よ
り
罪
一
等
を
減
じ
て
﹁
定
�
﹂
や
﹁
液
三
千
里
﹂
の
處
分
を
F
け
た
場
合
で
あ
れ
︑
も
と
も
と
﹁
液

罪
﹂
を
犯
し
て
﹁
定
�
﹂
な
い
し
﹁
液
三
千
里
﹂
の
處
分
を
F
け
た
場
合
で
あ
れ
︑
そ
れ
ら
の
罪
人
が
﹁
減
等
﹂
の
恩
典
を
F
け
れ
ば
︑
一
律

に
﹁
徒
年
﹂
に
減
𠛬
す
る
︒﹁
徒
年
﹂
の
も
の
が
#
に
恩
赦
を
F
け
れ
ば
放
免

(放
E
)
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
減
等
﹂
の
處
分
は
閏
分
愼

重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑﹁
徒
年
﹂
の
罪
囚
に
つ
い
て
は
︑
も
と
も
と
の
罪
の
輕
重
に
論
な
く
︑
た
と
え
﹁
減
死
﹂
の
も
の
で
あ
っ

て
も
︑
恩
赦
を
F
け
た
以
上
は
す
べ
て
放
免

(放
E
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(49

)
︒

こ
の
場
合
︑﹁
定
�
﹂
の
處
分
は
﹁
死
罪
﹂
よ
り
罪
一
等
を
減
じ
た
も
の
で
︑
律
の
﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
𠛬
に
準
じ
︑﹁
徒
�
﹂
す
な

わ
ち
﹁
徒
年
定
�
﹂
の
處
分
は
︑﹁
定
�
﹂
よ
り
さ
ら
に
罪
一
等
を
減
じ
た
も
の
で
︑
律
の
﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂
の
𠛬
に
準
じ
る
と
い
う
圖

式
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
名
例
律
の
規
定
に
よ
り
︑
減
𠛬
に
お
い
て
は
﹁
二
死
・
三
液
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
一
等
と
し
て

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い(50

)
︒

つ
ぎ
に
︑﹃
典
律
7
補
﹄
𠛬
典
︑
名
例
の
條
を
み
る
と
︑
そ
こ
で
は
﹁
定
�
﹂
に
關
し
て
#
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
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徒﹅

�﹅

と
稱
す
る
者
は
︑
徒
三
年
の
定
�
︒
定﹅

�﹅

と
稱
す
る
者
は
︑
年
を
限
る
勿
れ
︒
決﹅

杖﹅

と
稱
す
る
者
は
︑
杖
百
︒
決﹅

笞﹅

と
稱
す
る
者
は
︑

笞
五
十(51

)
︒

右
は
﹃
典
律
7
補
﹄
の
﹁
補
﹂
の
條
�
︑
つ
ま
り
﹁
F
敎
お
よ
び
�
錄
に
出
ず
る
者(52

)
﹂
で
︑﹃
續
大
典
﹄
等
に
正
式
に
收
錄
さ
れ
た
條
�
で

は
な
い
が
︑
歷
代
の
王
の
﹁
F
敎
﹂
を
收
錄
す
る
册
子
や
︑
各
官
廳
の
﹁
�
錄
﹂
に
記
載
さ
れ
て
當
時
q
效
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
︒
こ
れ

に
よ
る
と
︑
も
と
も
と
﹁
特
敎
﹂
の
處
分
に
由
來
す
る
﹁
徒
�
﹂︑﹁
定
�
﹂︑﹁
決
杖
﹂︑﹁
決
笞
﹂
な
ど
の
處
分
は
︑
そ
の
執
行
段
階
に
お
け
る

﹁
五
𠛬
﹂
と
の
對
應
關
係
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
︑﹁
徒
�
﹂
は
﹁
徒
三
年
﹂︑﹁
定
�
﹂
は
﹁
勿
限
年
﹂︑﹁
決
杖
﹂
は
﹁
杖
一
百
﹂︑﹁
決
笞
﹂
は

﹁
笞
五
十
﹂
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
と
の
對
應
關
係
を
�
確
に
再
定
義
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
こ
で
は
﹁
定
�
﹂
が
﹁
液
三
千
里
﹂
に
準
じ
る
と
は
�
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
定
�
﹂
よ
り
一
等
を

減
じ
た
處
分
で
あ
る
﹁
徒
�
﹂
を
﹁
徒
三
年
﹂
と
規
定
す
る
以
上
︑
そ
れ
よ
り
一
等
重
い
處
分
で
あ
る

﹁
定
�
﹂
が
﹁
液
三
千
里
﹂
に
準
じ
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
ろ
う

(表
三
)
︒

も
と
も
と
﹁
定
�
﹂
と
は
律
外
の
處
分
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
律
の
﹁
五
𠛬
﹂

の
體
系
に
正
確
に
對
應
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
律
の
徒
液
は
︑﹁
杖
六
十
・
徒
一
年
﹂︑﹁
杖
七
十
・

徒
一
年
$
﹂︑﹁
杖
八
十
・
徒
二
年
﹂︑﹁
杖
九
十
・
徒
二
年
$
﹂︑﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂︑﹁
杖
一
百
・
液

二
千
里
﹂︑﹁
杖
一
百
・
液
二
千
五
百
里
﹂︑﹁
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹂
の
八
等
R
に
細
か
く
分
か
れ
て
い

る
が
︑
一
方
の
定
�
は
﹁
徒
�

(徒
年
定
�
)
﹂
と
﹁
定
�
﹂
と
の
二
段
階
に
大
雜
把
に
分
類
さ
れ
︑
そ

の
う
え
で
�
,
の
%
4
に
よ
る
量
𠛬
の
�
�
整
が
行
わ
れ
て
い
た
︒

�
,
に
つ
い
て
は
︑﹁
%
處

(
%
地
)
﹂︑﹁
絕
塞

(邊
%
︑
極
邊
)
﹂︑﹁
絕
島
﹂
な
ど
の
區
別
が
設
け
ら
れ

て
い
た
が(53

)
︑
い
ず
れ
も
﹁
三
千
里
﹂
以
內
の
地
で
あ
る
か
ら
︑
里
Z
の
う
え
で
は
大
差
は
な
い
︒
こ
の

― 92 ―

92

表三 定�の減免

液三千里 定� (恩赦)→徒�

液二千五百里

液二千里

徒三年 徒� (恩赦)→放E

徒二年$

徒二年

徒一年$

徒一年



た
め
︑
里
Z
の
%
4
よ
り
は
︑
む
し
ろ
𠛬
.
の
q
無
の
ほ
う
が
問
題
と
な
る
︒

｢定
�
﹂
の
場
合
︑
そ
れ
は
原
則
と
し
て
恩
赦
を
F
け
る
ま
で
の
無
.
限
の
處
分
と
な
る
が
︑
こ
の
點
は
律
に
規
定
す
る
﹁
液
三
千
里
﹂
に

つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
︒
上
営
の
と
お
り
︑﹁
減
死
・
定
�
・
液
三
千
里
﹂
の
罪
人
が
恩
赦
を
F
け
る
と
﹁
徒
年
﹂
に
減
𠛬
さ
れ
る
が
︑﹁
徒

年
﹂
と
は
﹁
徒
三
年
﹂
の
定
�
で
あ
る
か
ら
q
.
の
𠛬
︒
そ
れ
に
對
し
て
單
に
﹁
定
�
﹂
と
い
う
場
合
は
﹁
勿
限
年
﹂︑
す
な
わ
ち
無
.
限
の

處
分
で
あ
る
こ
と
を
�
確
に
再
定
義
す
る
こ
と
で
︑﹃
典
律
7
補
﹄
は
兩
者
の
混
同
を
�
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
定
�
﹂
と
は
本
來
﹁
律
﹂
の
規
定
の
外
に
成
立
し
た
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
で
あ
っ
た
が
︑
�
鮮
後
.
に
お
い
て
は
だ
い

た
い
﹁
五
𠛬
﹂
と
の
對
應
關
係
も
定
ま
り
︑
そ
れ
自
體
︑
一
つ
の
﹁
𠛬
名
﹂
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
か
く
し
て

﹁
律
﹂
の
規
定
の
外
に
成
立
し
た
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
は
︑
そ
の
う
ち
﹁
定
式
﹂
と
�
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑﹁
律
﹂
の
﹁
五
𠛬
﹂
の

體
系
の
な
か
に
�
確
に
組
み
*
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

六

定
�
の
實
態

い
わ
ゆ
る
﹁
定
�
﹂
に
は
﹁
徒
�
﹂
と
﹁
定
�
﹂
の
二
種
類
が
あ
り
︑
-
者
は
律
の
﹁
杖
一
百
・
徒
三
年
﹂︑
後
者
は
律
の
﹁
杖
一
百
・
液

三
千
里
﹂
に
準
じ
る
處
分
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
律
の
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
の
な
か
に
組
み
*
ま
れ
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
處
分
の
內
容
は
︑
必

ず
し
も
律
の
徒
液
𠛬
と
完
l
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

律
に
規
定
す
る
徒
液
𠛬

(徒
𠛬
・
液
𠛬
)
の
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
勞
役
の
義
務
︱
︱
い
わ
ゆ
る
居
作
︱
︱
が
�
っ
て
い
た
︒
こ
の
點

に
つ
い
て
は
旣
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
結
論
の
み
を
提
示
す
る
と
︑
徒
𠛬
の
罪
人
は
居
�
す
る
D
內
に
お
い
て
︑
ま
た
液
𠛬
の
罪
人
は

居
�
地
以
外
の
他
の
D
內
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
驛
站
の
日
守
・
驛
奴
と
し
て
︑
ま
た
は
庭
燎
干
︑
烽
卒
な
ど
と
し
て
/
役
さ
れ
る
こ
と
が
一

般

で
あ
っ
た(54

)
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
初
.
の
事
例
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
以
影
の
時
.
に
い
か
な
る
勞
役

(居
作
)
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
︑
別
�
考
察
の
必
�
が
あ
る
︒

― 93 ―

93



ま
ず
︑﹁
徒
𠛬
﹂
に
準
じ
る
﹁
徒
�
﹂
の
場
合
︑
基
本

に
は
律
の
規
定
ど
お
り
に
勞
役

(
居
作
)
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
︑
そ
の
證
據
に
︑
い
わ
ゆ
る
徒
�

(徒
年
定
�
)
の
�
決
例
を
見
る
と
︑
そ
の
多
く
は
﹁
驛
﹂
を
�
,
と
し
て
指
定
し
て
い
る
︒
い
く

つ
か
例
を
擧
げ
る
と
︑
ま
ず
第
一
�
で
言
e
し
た
淸
州
醫
生
の
姜
勇
虎
と
い
う
人
物
は
︑﹁
封
�
之
物
︑
奄
2
﹂
の
罪
で
︑﹁
良
才
驛
︑
徒
三
年

定
�
﹂
の
處
分
を
う
け
︑
そ
の
後
の
恩
赦
に
漏
れ
て
本
來
の
𠛬
.
の
倍
の
六﹅

年﹅

閒﹅

も
良
才
驛
で
/
役
さ
れ
續
け
て
い
た(55

)
︒
ま
た
︑
肅
宗
二
十
年

(一
六
九
四
)
の
︑
い
わ
ゆ
る
甲
戌
m
�

(西
人
復
權
)
の
際
︑
國
王
に
對
す
る
虛
僞
報
吿

(
詐
不
以
實
)
の
罪
に
問
わ
れ
た
申
厚
載
と
い
う
人
物

は
︑﹁
驪
州
安
X
驛
︑
徒
三
年
定
�
﹂
の
處
分
を
F
け
て
い
る

(﹃
己
巳
錄
﹄
肅
宗
二
十
年
五
A
十
六
日
條
)
︒
こ
れ
ら
は
﹁
徒
三
年
﹂
の
量
𠛬

(照

律
)
を
經
て
﹁
定
�
﹂
の
處
分
を
F
け
た
も
の
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
照
律
定
�
﹂
の
範
疇
に
屬
す
る
︒
律
の
規
定
に
基
づ
く
﹁
定
�
﹂
で
あ
る
か

ら
︑
律
の
﹁
徒
𠛬
﹂
と
同
樣
の
取
�
い
を
F
け
て
い
る
こ
と
は
當
然
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
士
大
夫

(兩
班
)
の
場
合
は
︑﹁
定
�
﹂
に
際
し
て
必
ず
し
も
勞
役

(居
作
)
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

舊
例
︑
命
じ
て
驛
置
に
�
す
れ
ば
︑
必
ず
驛
官
に
私
し
︑
み
な
奴
隸
を
以
て
そ
の
役
を
代
立
す
︒
而
し
て
ま
た
あ
る
い
は
l
く
免
る
る
者

あ
り
︒
先
生

(趙
憲
)
の
嶺
東
に
�
せ
ら
る
る
や
︑
獨
り
然
ら
ず
︒
必
ず
身
自

み
ず
か

ら
こ
れ
に
當
り
て
曰
く
︑﹁
�
廷
正
に
此
を
以
て
罪
あ
る

者
を
治
め
ん
と
欲
す
︒
必
ず
こ
れ
を
免
ぜ
ん
と
�
す
れ
ば
︑
こ
れ
君
命
を
F
け
ざ
る
者
な
り
﹂
と
︒
故
に
/
命
の
�よ

ぎ

る
者
は
︑
多
く
嶺
東

︹
驛
︺
に
入
ら
ず
︒﹂
(﹃
宋
子
大
l
﹄
卷
二
百
七
︑
重
峯
趙
先
生

(趙
憲
)
行
狀(56
)

)

右
の
趙
憲

(一
五
四
四
～
一
五
九
二
)
の
行
狀
に
よ
れ
ば
︑
當
時
︑
咸
鏡
D
の
吉
州
嶺
東
驛
に
﹁
徒
�
﹂
さ
れ
て
い
た
趙
憲
は
︑
驛
站
の
勞
役

に
自
ら
�
ん
で
Q
し
て
い
た
︒
こ
の
た
め
︑
か
れ
の
よ
う
な
著
名
な
士
人
を
/
役
す
る
こ
と
を
憚
っ
た
當
時
の
官
人
た
ち
は
︑
公
務
出
張
の
際

に
も
嶺
東
驛
に
は
敢
え
て
足
を
£
ば
な
か
っ
た
と
い
う
︒
も
っ
と
も
︑
こ
れ
は
當
時
に
お
い
て
す
で
に
例
外
中
の
例
外
で
あ
っ
て
︑
一
般
に

﹁
徒
�
﹂
の
處
分
を
F
け
た
士
大
夫

(兩
班
)
は
︑
自
家
の
奴
隸
を
身
代
わ
り
と
し
て
勞
役

(
居
作
)
に
當
た
ら
せ
︑
ま
た
は
地
方
官

(守
令
)
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の
�
慮
に
よ
り
居
作
の
免
除
を
F
け
て
︑
自
ら
は
何
の
勞
役

(居
作
)
に
も
Q
す
る
こ
と
な
く
︑
悠
々
と
し
て
𠛬
.
の
滿
了
す
る
時
を
待
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑﹁
徒
�

(徒
年
定
�
)
﹂
と
い
う
の
は
︑
實
質

に
は
勞
役

(
居
作
)
を
�
わ
な
い
單
な
る
�
放
の
處
分
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

#
に
︑﹁
液
三
千
里
﹂
に
準
じ
る
﹁
定
�
﹂
の
場
合
は
﹁
徒
�

(徒
年
定
�
)
﹂
と
"
っ
て
﹁
勿
限
年
﹂︑
す
な
わ
ち
無
.
限
の
處
分
で
あ
り
︑

ま
た
そ
の
�
,
も
﹁
徒
�
﹂
よ
り
%
方
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
以
外
の
點
で
は
特
に
﹁
徒
�
﹂
と
の
"
い
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
定
�
﹂
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
は
勞
役

(居
作
)
が
割
り
當
て
ら
れ
て
い
た
が
︑
士
大
夫

(兩
班
)
の
場

合
に
は
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
一
般

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

一
般
の
﹁
定
�
罪
人
﹂
が
ど
の
よ
う
な
勞
役

(居
作
)
に
Q
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
#
に
擧
げ
る
﹃
實
錄
﹄
の
j
料
が
參
考
に
な
る
︒

忠
淸
監
司
金
始
振
の
狀
1
に
︑﹁
4
來
各
D
の
軍
役
の
者
︑
罪
を
犯
し
て
閏
軍
液
徙
す
れ
ば
︑
則
ち
各
邑
任
(
に
代
定
す
る
を
得
ず
︑
ま

た
そ
の
番
布
を
%
地
に
¥
す
る
を
得
ず
︑
未
だ
族
¦
に
§
責
す
る
を
免
れ
ず
︒
變
7
の
擧
︑
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒
今
よ
り
身
役
あ
り
て
定﹅

�﹅

す
る
者
は
︑
則
ち
竝
び
に
�
す
る
,
の
邑
の
軍
役
に
移
定
せ
よ
︒
原
籍
の
官
は
︑
則
ち
他
の
閑
丁
を
以
て
代
定
し
︑
以
て
¦
族
被
§
の

¨
を
除
け
︒
⁝
⁝
V
う
︑
該
曹
を
し
て
稟
定
せ
し
め
よ
﹂
と
あ
り
︒
兵
曹
に
下
し
て
囘
1
せ
し
む
る
に
︑﹁
V
う
︑
狀
1
に
依
り
て
一
體

に
他
D
に
分
付
し
て
︑
以
て
定
式
[
行
の
地
と
爲
さ
ん
﹂
と
あ
り
︒
こ
れ
に
從
う
︒
(﹃
顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
三
A
庚
子
條(57
)

)

右
の
﹃
實
錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑﹁
閏
軍
﹂
な
ど
の
罪
を
得
て
原
籍
地
を
離
れ
た
も
の
の
軍
役
©
擔
は
︑
移
�
後
も
そ
の
ま
ま
原
籍
地
に

殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
の
た
め
︑
原
籍
地
の
地
方
官
は
代
役
者
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
ず
︑
ま
た
%
方
に
居
�
す
る
本
人
か
ら
番
布

(
免
役
布
)
を
¥
收
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
︑
や
む
を
え
ず
︑
族
¦

(族
人
・
¦
戶
)
か
ら
番
布
を
¥
收
し
て
軍
役
に
閏
當
す
る
こ
と
が
一
般


で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
は
軍
役
の
割
り
當
て
に
混
亂
が
生
じ
る
た
め
︑
以
後
︑
軍
役
に
つ
い
て
は
他
の
閑
丁

(特
定
の
役
︑
特
に
軍
役
を
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持
た
な
い
者
)
を
代
立
し
て
缺
員
の
補
閏
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
定
�
﹂
に
よ
り
居
,

(
居
停
)
を
移
し
た
も
の
は
︑
原
則

と
し
て
そ
の
定
�
先
で
怨
た
に
軍
籍
に
附
せ
ら
れ
︑
そ
の
軍
籍
に
基
づ
い
て
各
種
の
軍
役

(
身
役
)
に
Q
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
士
大
夫

(兩
班
)
の
場
合
に
は
︑
そ
も
そ
も
軍
役

(身
役
)
を
擔
う
こ
と
が
な
い
︒
十
九
世
紀
初
頭

(純
祖
�
)
に
自
ら
も

﹁
定
�
人
﹂
と
し
て
�
液
生
活
を
E
っ
た
沈
魯
崇

(一
七
六
二
～
一
八
三
七
)
の
記
錄

(﹃
南
�
日
錄(58
)

﹄
)
に
よ
る
と
︑
そ
の
日
常
生
活
は
︑
每
A
︑

朔
¬
の
點
呼(59

)
を
F
け
る
こ
と
以
外
︑
ほ
と
ん
ど
地
方
官

(守
令
)
か
ら
の
干
涉
を
F
け
て
い
な
い
︒
も
と
よ
り
經
濟

に
は
困
窮
を
ま
ぬ
か
れ

な
い
と
は
い
え
︑
士
大
夫

(兩
班
)
と
し
て
の
禮
�
を
保
っ
て
︑
比
�

自
由
な
生
活
を
享
F
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
れ

は
士
大
夫

(兩
班
)
に
對
す
る
﹁
�
戒
﹂
と
し
て
の
定
�
で
あ
っ
て
︑
一
般
人

(常
漢
)
に
對
す
る
﹁
𠛬
罰
﹂
と
し
て
の
定
�
と
は
︑
自
ず
か

ら
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
�
(
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(60

)
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
は
�
鮮
時
代
に
お
け
る
﹁
律
﹂
に
よ
る
𠛬
罰
と
︑
そ
の
枠
外
に
發
 
し
て
い
っ
た
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
具

體

に
は
︑
律
の
徒
・
液
に
準
じ
る
﹁
定
�
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
た
が
︑
た
だ
し
︑
特
敎
に
よ
る
處
分
の
な
か
で
も
︑
そ
の
大
宗
を
占
め
る
士

大
夫

(兩
班
)
の
處
分
︱
︱
官
人
に
對
す
る
一
聯
の
﹁
�
戒
﹂
の
體
系
︱
︱
に
つ
い
て
は
︑
別
�
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
本
稿
で
は
省

略
に
從
っ
て
い
る(61

)
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
た
特
敎
の
處
分
は
︑﹁
𠛬
推
一
#
・
定
�
﹂
な
ど
の
︑
律
の
徒
液
𠛬
と
實
質

に
は
同
じ
內
容
を
も
つ
處
分
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
そ
れ
は
本
來
一
時
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
は
﹁
定
例
﹂
と
な
り
︑﹃
續
大
典
﹄
等
の
�
鮮

後
.
の
法
典
に
條
�
と
し
て
收
錄
さ
れ
て
い
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
來
例
外

な
處
分
で
あ
っ
た
﹁
定
�
﹂
も
︑
�
鮮
後
.
に
お
い
て
は
ひ

と
つ
の
﹁
𠛬
名
﹂
と
し
て
確
立
し
︑﹁
律
﹂
の
﹁
五
𠛬
﹂
の
體
系
の
な
か
に
�
確
に
組
み
*
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

本
稿
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
﹁
諸
律
類
記
﹂
の
內
容
は
︑﹃
大
�
律
﹄
お
よ
び
﹃
經
國
大
典
﹄
の
規
定
以
外
は
︑
お
お
む
ね
�
鮮
後
.
の
あ
る
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特
定
の
時
.
に
下
さ
れ
た
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
る
處
分
が
︑
そ
の
後
﹁
定
式
﹂
と
な
っ
て
﹁
F
敎
﹂
や
﹁
�
錄
﹂
に
收
錄
さ
れ
︑
や
が
て
﹃
續

大
典
﹄
そ
の
他
の
基
本
法
典
に
條
�
と
し
て
收
錄
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
れ
ら
は
王
の
﹁
特
敎
﹂
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
處

罰
事
例
の
な
か
の
︑
ほ
ん
の
一
部
︱
︱
王
命
に
よ
っ
て
﹁
定
式
﹂
と
さ
れ
た
部
分
の
︑
さ
ら
に
ほ
ん
の
一
部
分
︱
︱
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
が
︑
そ
れ
で
も
︑
そ
こ
に
は
�
鮮
時
代
の
﹁
罪
﹂
と
﹁
罰
﹂
と
の
l
體
宴
が
︑﹁
法
典
﹂
に
掬
い
取
ら
れ
た
限
り
に
お
い
て
�
確
に
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�(1
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
三
十
六
︑
𠛬
考
十
︑
諸
律
類
記
︑
笞

一
十

內
外
官
員
︑
除
職
後
︑
無
故
不
赴
任
︑
�
限
一
日
者
︑﹇
每

十
日
︑
加
一
等
︑
罪
止
杖
八
十
︒
○
舊
官
無
故
十
日
之
外
︑
不
離

任
,
者
︑
減
二
等
︑
附
�
�
職
︒﹈
(＊
『大
�
律
﹄
卷
二
︑
�
律
︑

職
制
︑
官
員
赴
任
�
限
條

凡
已
除
官
員
︑
在
京
者
︑
以
除
¯
日
爲

始
︑
在
外
者
︑
以
領
照
會
日
爲
始
︑
各
依
已
定
Z
限
︑
赴
任
︒
若
無

故
�
限
者
︑
一
日
笞
一
十
︑
每
十
日
加
一
等
︑
罪
止
杖
八
十
︒
竝
附

�
�
職
︒
)

(2
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
三
十
六
︑
𠛬
考
十
︑
諸
律
類
記
︑
笞

一
十

大
小
官
員
︑
無
故
︑
在
內
不
�
參
︑
在
外
不
公
座
署
事
︑
e

官
�
給
暇
︑
限
滿
︑
無
故
不
�
職
役
一
日
者
︑﹇
每
三
日
︑
加
一
等
︑

罪
止
杖
八
十
︑
附
�
�
職
︒﹈
(＊
『大
�
律
﹄
�
律
︑
職
制
︑
無
故

不
�
參
公
座
條

凡
大
小
官
員
︑
無
故
︑
在
內
不
�
參
︑
在
外
不
公

座
署
事
︑
e
官
�
給
假
︑
限
滿
︑
無
故
不
�
職
役
者
︑
一
日
笞
一
十
︑

每
三
日
加
一
等
︑
各
罪
止
杖
八
十
︑
竝
附
�
�
職
︒
)

(3
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
三
十
九
︑
𠛬
考
十
三
︑
諸
律
類
記
︑

凌
遲
處
死

毆
殺
祖
父
母
・
父
母
者
︒
(
＊
『大
�
律
﹄
𠛬
律
︑
鬭
毆
︑

毆
祖
父
母
父
母
條

凡
子
孫
毆
祖
父
母
・
父
母
︑
e
妻
妾
毆
夫
之
祖

父
母
・
父
母
者
︑
皆
斬
︒
殺
者
︑
皆
凌
遲
處
死
︒
)

(4
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
三
十
九
︑
𠛬
考
十
三
︑
諸
律
類
記
︑

凌
遲
處
死

妻
妾
毆
殺
夫
之
祖
父
母
・
父
母
者
︒
(
＊
『大
�
律
﹄
𠛬

律
︑
鬭
毆
︑
毆
祖
父
母
父
母
條

凡
子
孫
毆
祖
父
母
・
父
母
︑
e
妻

妾
毆
夫
之
祖
父
母
・
父
母
者
︑
皆
斬
︒
殺
者
︑
皆
凌
遲
處
死
︒
)

(5
)

『大
�
律
﹄
𠛬
律
︑
斷
獄
︑
斷
罪
引
律
令
條

其
特
旨
斷
罪
︑
臨

時
處
治
︑
不
爲
定
律
者
︑
不
得
引
比
爲
律
︒
若
輒
引
比
︑
致
罪
q
岀

入
者
︑
以
故
失
論
︒

(6
)

先
行
硏
究
は
槪
し
て
﹃
�
律
﹄
の
表
面

な
解
釋
に
と
ど
ま
り
︑

𠛬
罰
の
實
態
に
つ
い
て
の
實
證

な
考
察
の
不
閏
分
な
も
の
が
多
い
︒

關
聯
す
る
y
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
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令
²
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
-
.
の
液
𠛬
﹂
(﹃
法
j
學
硏
究
﹄
第
八

號
︑
韓
國
法
j
學
會
︑
一
九
八
五
年
)︑
李
成
茂
﹁﹃
經
國
大
典
﹄
の

²
纂
と
﹃
大
�
律
﹄﹂
(﹃
歷
j
學
報
﹄
第
百
二
十
五
輯
︑
一
九
九
〇

年
︒﹃
�
鮮
兩
班
社
會
硏
究
﹄
,
收
︑
一
九
九
五
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一

潮
閣
)︑
兪
�
濬
﹁
�
鮮
初
.
奴
婢
犯
罪
と
𠛬
政
﹂
(﹃
湖
西
j
學
﹄

第
十
六
輯
︑
一
九
八
八
年
)︑
同
﹁
�
鮮
初
.
贖
𠛬
に
對
し
て
﹂

(﹃
湖
西
j
學
﹄
第
十
九
・
二
十
合
輯
︑
一
九
九
三
年
)︑
沈
載
祐

﹁
�
鮮
-
.
液
�
𠛬
と
液
�
生
活
﹂
(﹃
國
j
館
論
叢
﹄
第
九
十
二
輯
︑

二
〇
〇
〇
年
)︑
尹
薰
杓
﹁
�
鮮
初
.
附
�
法
施
行
﹂
(﹃
韓
國
j
學

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

(7
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
三
︑
中
宗
十
六
年
十
A
己
卯
朔
條

政
院

1
曰
︑﹁
倭
金
貿
2
人
漢
同
︑
隨
從
金
守
�
︑
杖
�
麟
山
鎭
︒
鎭
與

湯
站
密
4
︑
站
人
潛
相
7
貿
之
地
也
︒
守
�
︑
本
業
商
賈
︒
今
者
定

�
於
此
︑
甚
不
可
︒
-
者
︑
市
人
崔
末
同
者
︑
亦
�
于
此
︒
而
�
廷

慮
q
7
貨
之
¨
︑
�
移
他
處
︒﹂
傳
曰
︑﹁
末
同
事
︑
其
時
q
言
之
者
︑

故
改
�
矣
︒
此
人
則
q
司
已
定
�
,
︑
不
須
改
也
︒﹂

(8
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
四
︑
中
宗
三
十
六
年
二
A
癸
未
條

以
淸

州
醫
生
姜
勇
虎
上
言
﹇
其
上
言
曰
︑﹁
去
丙
申
年
︑
本
D
觀
察
/
︑

E
生
獐
一
口
于
金
安
老
家
︒
臣
奉
F
載
持
︑
卽
2
F
答
︒
安
老
以
腐

敗
味
變
之
獐
奄
2
之
(
︑
修
答
書
︒
監
司
不
卞
是
非
︑
𠛬
訊
推
鞫
︒

殞
命
可
慮
︑
卽
爲
誣
Q
︒
以
封
�
之
物
奄
2
罪
︑
京
畿
良
才
驛
︑
徒

三
年
定
�
︑
�
蒙
重
罪
︒
戊
戌
年
四
A
︑
雜
犯
死
罪
・
徒
・
液
・
付

處
・
安
置
・
閏
軍
︑
竝
蒙
天
赦
︒
臣
一
於
其
時
︑
未
e
·
點
︑
故
未

蒙
天
恩
︑
倍
甲
六
年
︑
徒
役
痛
憫
﹂
云
﹈︑
下
于
政
院
曰
︑﹁
觀
此
上

言
︑
去
丙
申
年
︑
忠
淸
D
觀
察
/
︑
以
生
獐
一
口
︑
付
此
人
封
E
于

安
老
家
︑
而
安
老
答
以
腐
敗
奄
2
云
︒
故
監
司
以
徒
三
年
罪
之
云
︒

凡
�
上
之
物
︑
雖
或
腐
敗
︑
亦
不
應
如
此
罪
矣
︒
況
以
私
物
之
E
︑

尤
不
當
如
此
罪
之
也
︒
此
必
阿
附
安
老
如
是
焉
︒
其
時
觀
察
/
︑
推

考
可
也
︒
﹂
政
院
1
曰
︑﹁
其
時
觀
察
/
尹
安
仁
︑
已
死
矣
︒﹂
傳
曰
︑

﹁
知
D
︒
﹂

(9
)

『
大
�
律
﹄
卷
二
十
八
︑
𠛬
律
︑
斷
獄
︑
斷
罪
不
當
條

凡
斷
罪

應
決
�
而
收
贖
︑
應
收
贖
而
決
�
︑
各
依
出
入
人
罪
︑
減
故
失
一
等
︒

(
＊
荻
生
徂
徠
﹃
�
律
國
字
解
﹄
𠛬
律
︑
斷
獄
︑
q
司
決
囚
等
第
條

の
*
に
﹁
決
は
笞
杖
に
行
ふ
こ
と
な
り
︒
�
は
�
,
へ
¸
す
な
り
﹂

と
あ
る
こ
と
も
參
照
︒
)

(10
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
一
︑
世
宗
二
十
二
年
十
二
A
己
丑
條

義

禁
府
1
︑﹁
黃
保
身
︑
盜
用
雜
物
︑
計
贓
三
十
三
貫
︒
V
依
律
︑
杖

一
百
・
液
三
千
里
・
刺
字
︒
閏
伊
︑
當
推
問
之
時
︑
乃
曰
︑﹃
保
身

,
盜
之
物
︑
當
推
鞫
保
身
可
也
︒
不
宜
鞫
妾
﹄︒
V
依
妻
妾
吿
夫
律
︑

杖
一
百
・
徒
三
年
︒
﹂
上
以
保
身
乃
喜
之
子
︑
特
加
優
容
︑
只
杖
一

百
︑
免
刺
︑
贖
液
三
千
里
︒
閏
伊
︑
只
杖
一
百
︑
屬
爲
咸
吉
D
慶
源

官
婢
︒

(11
)

『
中
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
九
︑
中
宗
三
十
年
正
A
己
丑
條

義
禁
府

以
具
壽
聃
取
Q
照
律
入
1
︒
其
招
曰
︑﹁
去
十
二
A
閒
︑
正
言
朴
忠

元
︑
以
覲
親
事
︑
其
本
家
¹
�
時
︑
歷
見
︒
臣
與
忠
元
言
曰
︑
�
書

沈
彥
慶
曰
︑
金
安
老
來
吾
家
︑
稱
贊
朴
忠
元
︑
因
曰
︑
﹃
於
羅
世
纘

事
︑
,
論
亦
當
﹄
云
︒
此
乃
才
山
守
傳
言
矣
︒
君
於
世
纘
事
︑
何
,

言
耶
︒
其
於
論
世
纘
事
︑
q
未
�
之
(
︑
則
臣
以
爲
世
纘
之
論
︑
雖

甚
¼
慝
︑
發
策
求
言
之
際
︑
若
被
𠛬
訊
殞
命
︑
則
q
纍
�
代
好
生
之
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德
︑
q
未
�
之
(
耳
︒﹂
印
曰
︑﹁
羅
世
纘
事
︑
今
指
宋
純
之
言
︑
臣

q
不
X
之
氣
︒
�
由
則
非
形
跡
顯
著
之
事
︑
指
觸
宋
純
︑
臣
以
爲
未

�
︑
故
q
不
X
之
氣
︒
臣
以
才
山
守
三
寸
姪
女
夫
︑
,
言
¼
慝
︑
爲

議
論
根
本
︑
互
相
¹
來
︑
@
動
�
由
︑
則
臣
失
職
懷
延
︒
故
於
世

纘
・
宋
純
等
事
︑
私
相
非
議
︑
欲
/
人
心
疑
貳
而
已
︒﹂
傳
曰
︑﹁
減

死
︑
杖
一
百
・
贖
︑
吿
身
盡
行
�
奪
︑
液
三
千
里
︑
可
也
︒﹂
液
�

X
安
D
龍
泉
郡
︒

(12
)

『稗
林
﹄
第
四
册
︑﹁
哲
宗
記
事
﹂
哲
宗
十
三
年
六
A
條

禁
府
︑

忠
淸
-
監
司
趙
獻
永
段
︑
⁝
⁝
以
此
照
律
﹇
杖
一
百
・
收
贖
・
吿
身

盡
行
�
奪
︑
液
三
千
里
︑
中
和
府
定
�
﹈︑
1
︑
依
允
︒
(＊
傍
線
部

は
�
讀
)

(13
)

#
の
j
料
に
﹁
照
律
定
�
﹂
と
﹁
特
敎
定
�
﹂
と
を
對
比
し
て
営

べ
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
特
敎
定
�
﹂
に
つ
い
て
は
#
�
で
檢
討
す
る
︒

○
『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
︑
正
祖
二
十
二
年
十
二
A
癸
巳
條

義
禁

1
言
︑﹁
鎭
海
縣
定
�
罪
人
申
在
德
︑
母
年
八
十
︒
興
陽
縣
呂
島
定

�
罪
人
崔
尙
耆
︑
母
年
七
十
︒
龍
川
府
定
�
罪
人
尹
恒
儉
︑
母
年
六

十
四
︒
俱
無
兄
弟
︑
�
理
切
矜
︒﹂
敎
曰
︑﹁
放
E
︒
而
此
後
雖
以
特

敎
定
�
者
︑
親
年
如
在
歸
養
之
限
︑
則
禁
府
𠛬
曹
︑
必
卽
具
由
︑
草

記
稟
旨
事
︑
定
式
︒
無
論
特
敎
定
�
・
照
律
定
�
︑
印
無
論
兩
班
・

常
漢
︑
親
年
未
滿
限
時
發
�
︑
而
到
�
後
滿
限
︑
則
此
等
之
類
︑
何

以
爲
之
爲
可
︒
詳
考
見
行
之
例
︑
仍
問
時
原
任
大
臣
︑
取
其
,
對
(

見
草
記
︒﹂

(14
)

『大
�
律
﹄
卷
二
十
八
︑
𠛬
律
︑
斷
獄
︑
斷
罪
引
律
令
條

凡
斷

罪
︑
皆
須
具
引
律
令
︒
"
者
︑
笞
三
十
︒

(15
)

『推
案
e
鞫
案
﹄
哲
宗
�
︑
己
未
︑
弑
上
典
罪
人
福
同
推
案

議

1
︑
罪
人
福
同
亦
︑
旣
捧
結
案
︒
V
依
律
處
斷
︒
1
依
允
︒
同
日
︑

罪
人
福
同
︑
年
三
十
九
矣
結
案
︑
白
等
云
罪
︑﹃
大
�
律
﹄
奴
婢
毆

家
長
條
云
︑﹁
奴
婢
殺
家
長
者
︑
凌
遲
處
死
﹂︒
同
律
︑
死
囚
b
奏
待

報
條
云
︑
﹁
其
犯
十
惡
之
罪
︑
應
死
者
︑
決
不
待
時
﹂
亦
爲
白
q
臥

乎
等
用
良
︑
福
同
段
︑
不
待
時
︑
凌
遲
處
死
爲
白
乎
事
︑
1
字
�
下
︒

(＊
傍
線
部
は
�
讀
)

(16
)

『
推
案
e
鞫
案
﹄
哲
宗
�
︑
壬
戌
︑
h
i
馹
熺
鞫
案

議
1
︑
罪

人
馹
熺
亦
︑
旣
捧
結
案
︒
V
依
律
處
斷
︒
1
依
允
︒﹃
大
�
律
﹄
謀

反
條
云
︑
﹁
凡
謀
反
︹
e
︺
大
h
︑
但
共
謀
者
︑
不
分
首
從
︑
皆
凌

遲
處
死
︒
﹂
同
律
︑
死
囚
b
奏
待
報
條
云
﹁
其
犯
十
惡
之
罪
︑
應
死

者
︑
決
不
待
時
﹂
亦
爲
白
q
臥
乎
等
用
良
︑
馹
熺
段
︑
不
待
時
︑
凌

遲
處
死
爲
白
乎
事
︑
1
︒
別
議
1
︑
﹁
罪
人
馹
熺
亦
旣
捧
結
案
矣
︒

此
i
凶
言
︑
不
可
晷
刻
留
置
於
b
載
之
閒
︒
V
依
年
-
俊
i
例
︑
軍

器
寺
-
路
擧
行
︒﹂
1
依
允
︒
(
＊
傍
線
部
は
�
讀
)

(17
)

『
世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
︑
世
宗
五
年
五
A
甲
午
條

兵
曹
據
黃
海

D
監
司
關
1
︑
﹁
內
鷹
人
︑
-
副
司
直
仇
之
善
︑
詐
稱
內
敎
︑
擅
奪

海
州
人
張
q
禮
鷹
子
罪
︑
詐
傳
詔
旨
︑
斬
︒﹂
命
減
一
等
︑
杖
一

百
・
液
三
千
里
︒

(18
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
︑
世
宗
五
年
五
A
庚
子
條

傳
旨
︑
﹁
盜
內

府
財
物
︑
都
染
署
奴
冬
乙
仇
里
︑
減
二
等
︑
杖
一
百
・
徒
三
年
︒
﹂

(19
)

『大
�
律
﹄
卷
二
十
四
︑
𠛬
律
︑
詐
僞
︑
詐
傳
詔
旨
條

凡
詐
傳

詔
旨
者
︑
斬
︒

(20
)

『大
�
律
﹄
卷
十
八
︑
𠛬
律
︑
i
盜
︑
盜
內
府
財
物
條

凡
盜
內

府
財
物
者
︑
皆
斬
﹇
盜
御
寶
e
乘
輿
Q
御
物
︑
皆
是
﹈︒

(21
)

『大
�
律
﹄
卷
一
︑
名
例
律
︑
加
減
罪
例
條

惟
二
死
・
三
液
︑
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各
同
爲
一
減
︒﹇
二
死
︑
謂
'
・
斬
︒
三
液
︑
謂
液
二
千
里
・
二
千

五
百
里
・
三
千
里
︑
各
同
爲
一
減
︒
如
犯
死
罪
減
一
等
︑
卽
坐
液
三

千
里
︒
減
二
等
︑
卽
坐
徒
三
年
︒
犯
液
三
千
里
者
︑
減
一
等
︑
亦
坐

徒
三
年
︒﹈

(22
)

『大
�
律
﹄
卷
一
︑
名
例
律
︑
應
議
者
犯
罪
條

凡
八
議
者
犯
罪
︑

實
封
奏
聞
取
旨
︑
不
許
擅
自
勾
問
︒
若
奉
旨
推
問
者
︑
開
具
,
犯
e

應
議
之
狀
︑
先
奏
V
議
︒
議
定
奏
聞
︑
取
自
上
裁
︒﹇
議
者
︑
謂
原

其
本
�
︑
議
其
犯
罪
︑
於
奏
本
之
內
︑
開
寫
或
親
或
故
︑
或
功
或
賢
︑

或
能
或
勤
︑
或
貴
或
賓
︑
應
議
之
人
,
犯
之
事
︑
實
封
奏
聞
︑
取
旨
︒

若
奉
旨
推
問
者
︑
方
推
問
取
責
�
白
招
狀
︑
開
具
應
得
之
罪
︑
先
奏
︑

V
令
五
軍
都
督
府
・
四
輔
・
諫
院
・
𠛬
部
・
監
察
御
j
・
斷
事
官
︑

集
議
︑
議
定
奏
聞
︒
至
死
者
︑
唯
云
﹁
准
犯
依
律
合
死
﹂︑
不
敢
正

言
'
・
斬
︑
取
自
上
裁
︒﹈
其
犯
十
惡
者
︑
不
用
此
律
︒

(23
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
三
︑
太
祖
二
年
二
A
庚
寅
條

奏
聞
/
韓
尙
質

來
傳
禮
部
咨
︒
上
向
Ä
闕
︑
行
謝
恩
禮
︒
⁝
⁝
下
敎
境
內
︑﹁
王
若

曰
︑
⁝
⁝
可
自
今
除
高
麗
國
名
︑
[
用
�
鮮
之
號
︒
屬
玆
初
Q
︑
宜

示
寬
恩
︒
其
在
洪
武
二
十
六
年
二
A
十
五
日
昧
爽
以
-
︑
二
罪
以
下
︑

已
發
覺
・
未
發
覺
︑
已
結
正
・
未
結
正
︑
咸
宥
除
之
︒
敢
以
宥
旨
-

事
相
吿
言
者
︑
以
其
罪
罪
之
︒
於
戲
︒
創
業
垂
瓜
︑
旣
得
m
國
之
稱
︑

發
政
施
仁
︑
當
布
勤
民
之
治
︒﹂

(24
)

こ
の
點
に
お
い
て
︑
�
鮮
の
君
y
權
力
は
中
國
の
君
y
權
力
と
同

樣
の
性
格
を
も
つ
︒﹁
皇
Ä
は
自
己
の
一
言
す
な
わ
ち
單
行
指
令
を

も
っ
て
︑
基
本
法
典
に
せ
よ
副
#
法
典
に
せ
よ
旣
存
の
如
何
な
る
條

�
に
も
拘
束
さ
れ
ず
に
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
硬
直
性
を
修
正
す
る
よ

う
な
處
分
を
行
い
︑
か
つ
ま
た
怨
た
な
法
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

た
﹂
(
滋
賀
秀
三
﹃
中
國
法
制
j
論
集
﹄
二
〇
〇
三
年
︑
東
京
︑
創

�
社
︑
十
九
頁
)︒

(25
)

拙
稿
﹁
�
鮮
時
代
の
笞
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(﹃
j
林
﹄
第
八
十
二
卷

第
二
號
︑
一
九
九
九
年
︑
京
都
︑
j
學
硏
究
會
)︑
參
照
︒

(26
)

李
世
白
﹃
雩
沙
集
﹄
卷
八
︑
莫
禮
原
�
�
付
稟
旨
1

(甲
子
︒
承

旨
時
)
卽
伏
見
𠛬
曹
巫
女
莫
禮
原
�
公
事
�
付
︑
則
q
﹁
𠛬
推
一
#

後
︑
極
邊
定
�
﹂
之
敎
矣
︒
凡
罪
人
𠛬
推
︑
乃
,
以
究
問
實
狀
︑
/

之
就
Q
也
︒
e
其
就
Q
後
︑
照
律
之
時
︑
若
因
特
敎
︑
q
,
處
斷
︑

則
或
一
D
︑
而
至
於
不
問
其
取
Q
與
否
︑
只
施
一
#
𠛬
推
︑
徑
先
定

�
︑
q
"
法
�
本
(
︒
向
者
禁
府
罪
人
�
休
¥
︑
初
q
﹁
𠛬
推
後
︑

定
�
﹂
之
命
︑
而
旋
因
1
 
︑
以
嚴
𠛬
得
�
︑
改
�
付
︑
以
下
︒
此

事
宜
q
一
定
之
法
︑
不
可
-
後
衣
同
︒
故
敢
此
仰
 
︒
○
『
肅
宗
實

錄
﹄
卷
十
五
︑
肅
宗
十
年
二
A
丁
巳
條

特
命
妖
巫
莫
禮
︑
減
死
島

�
︒
先
是
︑
因
儒
臣
朴
世
采
駅
︑
以
巫
女
入
闕
中
祈
禱
︑
僭
着
袞
Q

等
事
︑
命
𠛬
曹
按
治
︒
後
因
𠛬
曹
�
書
尹
堦
,
 
︑
以
三
Æ
神
等
說

添
問
之
︑
竝
抵
賴
不
Q
︒
命
𠛬
訊
一
#
︑
定
�
︒
承
旨
李
世
白
爭
之

曰
︑
﹁
凡
罪
人
𠛬
推
︑
乃
,
以
究
問
實
狀
︑
/
之
就
Q
也
︒
今
不
問

就
Q
與
否
︑
只
施
一
#
𠛬
︑
徑
先
定
�
︑
q
"
法
例
︒
﹂
上
命
加
𠛬

得
�
︑
以
不
吿
知
︑
不
禁
斷
︑
É
y
管
內
官
申
潭
職
︒

(27
)

折
し
も
天
然
痘
を
患
っ
た
肅
宗
の
病
氣
X
�
の
祈


の
た
め
︑
王

太
妃

(
�
�
金
氏
)
の
內
(
を
F
け
た
巫
女
莫
禮
が
宮
中
に
お
い
て

各
種
の
祈


を
行
い
︑
士
大
夫

(工
曹
參
�
朴
世
采
)
か
ら
の
指
彈

を
F
け
た
事
件
︒
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
肅
宗
九
年
十
二
A
壬
子

條
︑
e
び
卷
十
五
︑
肅
宗
十
年
二
A
丁
巳
條
︑
參
照
︒

(28
)

『
肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
四
︑
肅
宗
二
十
六
年
二
A
丁
卯
條

上
下
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敎
曰
︑﹁
內
官
李
東
卨
・
申
�
碩
・
金
峻
完
・
朴
重
慶
等
︑
持
身
悖

惡
︑
罔
畏
國
法
︑
可
愕
之
事
︑
不
一
而
足
︒
各
別
嚴
𠛬
一
#
後
︑
大

靜
縣
絕
島
定
�
︒﹂

(29
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
英
祖
六
年
四
A
庚
申
條

諫
院
﹇
大

司
諫
尹
惠
敎
﹈
申
-
1
︒
不
允
︒
名
出
i
招
者
︑
拿
鞫
事
︑
從
之
︒

印
1
︑﹁
h
宦
�
7
之
宮
婢
︑
旣
已
現
露
︑
而
島
�
之
命
︑
出
於
(

外
︒
V
出
付
鞫
廳
︑
嚴
覈
正
法
︒﹂
上
曰
︑﹁
無
可
問
之
端
︒
令
秋
曹
︑

嚴
𠛬
二
#
後
︑
絕
島
定
�
︒﹂
⁝
⁝
竝
從
之
︒

(30
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
九
十
九
︑
英
祖
三
十
八
年
二
A
癸
巳
條

命
讖

書
祕
記
藏
置
而
現
露
者
︑
令
D
臣
狀
聞
後
︑
嚴
𠛬
三
#
︑
海
島
定
�
︒

蓋
因
胤
玄
事
也
︒

(31
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
笞
杖
徒
液
贖
木

𠛬
推
一
#
・
贖
︑
准
杖
一

百
︒

(32
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
五
十
二
︑
燕
山
君
十
年
三
A
己
卯
條

印
問

曰
︑﹁
收
贖
︑
,
以
�
�
也
︒
其
,
贖
之
物
︑
出
於
其
家
乎
︒
若
出

於
其
司
︑
則
非
國
家
�
之
之
(
也
︒﹂
承
旨
等
1
︑﹁
-
已
承
傳
︑
禁

之
矣
︒
然
V
m
申
�
︒﹂
傳
曰
﹁
可
︒﹂
○
同
A
庚
辰
條

傳
曰
︑

﹁
凡
作
罪
人
贖
物
︑
Ê
皆
公
備
︑
殊
無
贖
罪
�
戒
之
(
︒
今
後
痛

禁
︒﹂
○
『燕
山
君
日
記
﹄
卷
五
十
三
︑
燕
山
君
十
年
閏
四
A
壬
午

條

傳
曰
︑﹁
收
贖
︑
,
以
�
罪
︒
今
皆
官
備
︑
不
可
︒
故
已
令
下

諭
中
外
︒
今
m
申
�
︒﹂
○
『秋
官
志
﹄
第
一
²
︑
經
用
︑
隨
時
分

俵
條

堂
郞
推
考
贖
﹇
隨
時
Í
鍊
﹈︒
○
同
上

郞
官
或
以
本
曹
事

就
理
︑
則
茵
席
空
石
價
四
錢
﹇
禁
推
照
律
︑
則
贖
錢
隨
時
Í
鍊
﹈︒

(33
)

｢
𠛬
推
一
#

(二
#
︑
三
#
)︑
定
�
﹂︑﹁
加
𠛬
一
#

(二
#
︑
三

#
)︑
定
�
﹂︑﹁
嚴
𠛬
一
#

(二
#
︑
三
#
)︑
定
�
﹂
な
ど
︑
い
ず

れ
も
推
鞫
の
�
Z
で
訊
杖
を
加
え
︑
そ
の
う
え
で
﹁
定
�
﹂
を
行
う

こ
と
を
(
味
し
て
い
る
︒

(34
)

官
人
に
對
す
る
處
罰
と
し
て
の
﹁
定
�

(
%
竄
)﹂
に
つ
い
て
は
︑

拙
稿
﹁
�
鮮
時
代
に
お
け
る
三
司
の
言
論
と
官
人
の
處
罰
﹂
(﹃
東
方

學
報
﹄
京
都
第
八
十
九
册
︑
二
〇
一
四
年
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(35
)

-
揭
*
(
13
)︑
參
照
︒

(36
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
八
︑
世
宗
十
二
年
六
A
甲
戌
條

𠛬
曹
據

律
學
Ï
1
︑﹁
今
以
杖
一
百
發
邊
%
閏
軍
罪
名
︑
考
之
律
�
︑
名
例

云
︑﹃
軍
官
軍
人
犯
罪
︑
律
該
徒
液
者
︑
各
杖
一
百
︒
徒
五
等
︑
皆

發
二
千
里
內
衞
分
︑
閏
軍
︒
液
三
等
︑
照
依
地
里
%
4
︑
發
各
衞
︑

閏
軍
﹄
︒
該
發
邊
%
閏
軍
︑
依
律
發
¸
︒
徒
液
�
徙
地
方
定
例
︒
是

則
以
邊
%
閏
軍
︑
錄
於
徒
液
之
上
︒
縱
軍
虜
掠
條
云
︑﹃
私
出
外
境

虜
掠
︑
爲
首
者
︑
杖
一
百
︒
爲
從
者
︑
杖
九
十
︒
傷
人
爲
首
者
斬
︒

爲
從
者
杖
一
百
︑
發
邊
%
閏
軍
﹄
︒
不
操
鍊
軍
士
條
︑﹃
若
隄
備
不
嚴
︑

撫
馭
無
方
︑
致
q
,
部
軍
人
反
Ò
者
︑
親
管
指
揮
千
戶
百
戶
︑
各
杖

一
百
︑
�
奪
︑
發
邊
%
閏
軍
︒
若
棄
城
而
Ô
者
︑
斬
﹄
︒
以
上
項
律

�
觀
之
︑
發
邊
%
閏
軍
︑
與
液
罪
一
也
︒
但
液
三
千
里
︑
則
里
數
q

限
︒
邊
%
閏
軍
︑
則
不
限
里
數
︑
發
E
邊
%
之
地
︒
是
則
邊
%
之
地
︑

固
在
液
三
千
里
之
外
︒
然
本
國
地
境
︑
皆
不
滿
三
千
里
︒
V
邊
%
閏

軍
與
液
三
千
里
︑
一
體
施
行
︒
律
�
印
無
邊
%
閏
軍
贖
罪
之
法
︒
其

贖
邊
%
閏
軍
者
︑
亦
依
贖
液
三
千
里
例
施
行
︒﹂
從
之
︒

(37
)

『秋
官
志
﹄
第
三
²
︑
考
律
部
︑
徒
液
︑︻
補
︼
液
罪
計
Z

英
宗

(
英
祖
)
四
十
九
年
︑
吳
璹
杖
一
百
・
液
三
千
里
︑
勘
律
時
︑
傳
曰
︑

﹁
曾
聞
︑
我
國
無
三
千
里
地
︑
囘
Z
而
計
云
︒
故
今
日
令
入
侍
#
堂
︑

問
於
律
官
︑
-
則
果
然
︑
因
下
敎
︑
不
計
里
數
︑
只
極
邊
云
︒
噫
︒
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作
法
於
涼
︑
其
¨
也
貪
︒
況
法
�
乎
︒
噫
︒
白
首
暮
年
︑
豈
可
以
無

於
法
之
例
施
行
乎
︒
自
今
以
後
︑
依
舊
例
︑
只
計
Z
D
︒﹂
(＊
囘
Z

と
は
行
Z
を
迂
囘
さ
せ
る
こ
と
︒
た
だ
し
︑
こ
の
規
定
が
ど
れ
だ
け

勵
行
さ
れ
て
い
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
)

(38
)

父
王
仁
祖
の
側
室

(昭
媛
趙
氏
)
が
孝
宗
を
呪
詛
し
た
罪
で
賜
死

の
處
分
を
F
け
た
事
件
︒
趙
氏
の
娘

(孝
�
Ö
y
)
の
婿
の
金
世
龍

は
金
自
點
の
孫
︒﹃
孝
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
孝
宗
三
年
三
A
乙
亥
條
︑

參
照
︒

(39
)

『孝
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
孝
宗
三
年
二
A
辛
未
條

義
禁
府
1
曰
︑

﹁
正
𠛬
罪
人
禮
一
之
夫
貴
同
︑
初
無
與
知
兇
謀
之
跡
︑
而
旣
是
正
𠛬

罪
人
之
夫
︑
則
亦
難
輕
釋
︒
何
以
處
之
乎
︒﹂
答
曰
︑﹁
其
夫
無
緣
坐

之
法
乎
︒
考
律
處
之
︒﹂
禁
府
囘
1
曰
︑﹁
考
諸
﹃
大
�
律
﹄︑
則
父

母
・
子
女
・
祖
孫
・
兄
弟
姊
妹
︑
皆
q
緣
坐
之
律
︑
而
夫
則
無
緣
坐

之
律
矣
︒﹂
答
曰
︑﹁
雖
未
知
法
典
本
(
之
如
何
︑
而
父
母
・
子
女
・

祖
孫
・
姊
妹
︑
皆
q
緣
坐
之
律
︑
而
其
夫
之
獨
不
緣
坐
︑
似
無
其
理
︒

雖
以
事
理
言
之
︑
其
妻
之
事
︑
其
夫
萬
無
不
知
之
理
︒
豈
可
獨
免
罪

罰
乎
︒
議
于
諸
大
臣
處
之
︒﹂
左
議
政
金
堉
以
爲
︑﹁
夫
之
緣
坐
︑
律

無
其
�
︑
則
不
可
創
開
無
-
之
法
︒
但
其
妻
作
惡
︑
則
雖
是
小
事
︑

其
夫
q
家
不
齊
之
罪
︒
況
此
大
h
承
Q
者
乎
︒
貴
同
雖
不
參
h
︑
以

內
奴
役
於
h
趙
之
家
︒
印
以
h
婢
爲
妻
︑
烏
得
無
罪
︒
從
輕
²
�
︑

亦
或
爲
當
︒﹂
領
中
樞
府
事
李
敬
輿
以
爲
︑﹁
創
開
無
-
之
法
︑
以
1

日
後
之
¨
︑
恐
非
守
如
金
石
之
義
也
︒
無
已
則
渠
旣
以
h
趙
之
奴
︑

爲
h
婢
之
夫
︒
其
妻
h
狀
︑
不
可
謂
之
必
不
預
知
︒
王
者
用
𠛬
︑
罪

疑
惟
輕
︒
勿
論
緣
坐
之
法
︑
施
以
惟
輕
之
典
︑
定
�
邊
%
爲
宜
︒﹂

答
曰
︑﹁
左
相
之
言
是
也
︒
此
必
律
�
之
,
未
備
者
︒
豈
可
知
其
謬
︑

而
故
爲
襲
謬
也
︒
議
于
領
相
處
之
可
也
︒
﹂
領
議
政
�
太
和
以
爲
︑

﹁
壬
申
冬
閒
︑
內
人
之
婢
q
承
Q
者
︒
其
夫
�
正
立
︑
因
鞫
廳
稟
1
︑

爲
奴
︑
邊
%
定
�
︒
今
者
貴
同
之
事
︑
與
此
無
衣
矣
︒
﹂
答
曰
︑﹁
貴

同
爲
奴
︑
定
�
于
邊
邑
︒
自
今
永
爲
定
式
︑
[
行
︒﹂

(40
)

�
鮮
時
代
に
お
け
る
法
典
²
纂
の
歷
j
l
般
に
つ
い
て
は
﹃
李
�

法
典
考
﹄
(
中
樞
院
�
査
課
²
︑
一
九
三
六
年
︑
京
城
︑
�
鮮
總
督

府
中
樞
院
︒
一
九
七
七
年
復
刻
︑
東
京
︑
第
一
書
Ú
)
等
の
先
行
硏

究
に
讓
る
︒

(41
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
肅
宗
八
年
六
A
辛
丑
條

鎭
川
儒
生
朴

之
泰
等
︑
與
本
縣
鄕
,
權
鎰
相
爭
︑
仍
欲
驅
Ü
土
y
︑
齊
�
倡
聲
於

縣
監
之
-
︑
仍
爲
會
哭
於
東
軒
門
外
︑
印
會
哭
於
�
�
︒
監
司
尹
敬

敎
︑
狀
聞
V
罪
︒
邊
%
定
�
︒

(42
)

『
怨
補
F
敎
輯
錄
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

儒
生
之
齊
�
︑
發
惡
於
土

y
之
-
︑
仍
爲
會
哭
於
官
門
外
e
�
�
外
者
︑
嚴
𠛬
取
Q
後
︑
邊
%

定
�
﹇
康
熙
壬
戌

(肅
宗
八
年
︑
一
六
八
二
)
承
傳
﹈
︒

(43
)

『
怨
補
F
敎
輯
錄
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

會
哭
儒
生
︑
液
三
千
里
︒

7
�
儒
生
者
︑
徒
�
﹇
康
熙
壬
戌

(肅
宗
八
年
︑
一
六
八
二
)
承

傳
﹈
︒

(44
)

『
續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

儒
生
發
惡
於
土
y
︑
會
哭
�
�
或

官
門
外
者
︑
杖
一
百
・
液
三
千
里
﹇
只
參
7
�
者
︑
徒
�
﹈︒

(45
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
八
︑
英
祖
十
年
七
A
辛
卯
條

咸
鏡
南
D

舊
兵
/
李
義
豐
︑
因
�
事
︑
杖
殺
營
校
裵
守
賢
︒
其
妻
者
斤
禮
︑
爲

復
夫
讎
︑
厚
賂
營
隸
︑
潛
謀
內
應
︑
�
與
其
父
張
命
燁
︑
其
兄
張
萬

彭
︑
e
夫
黨
諸
人
︑
各
持
刀
斧
棍
棒
︑
直
犯
義
豐
︒
義
豐
跳
走
︑
者

斤
禮
跟
Ü
之
︑
以
小
刀
剚
其
左
臀
︒
於
是
︑
府
官
發
軍
︑
幷
捕
囚
︒
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獨
裵
希
ß
失
捕
︒
D
臣
具
由
以
聞
︒
上
驚
甚
︑
始
命
D
臣
︑
嚴
杖
以

問
︒
à
日
︑
玉
堂
金
尙
星
等
上
駅
︑
V
擇
¸
4
侍
︑
痛
加
究
治
︒
上

然
之
︑
特
差
應
敎
李
宗
白
爲
御
j
︑
卽
日
馳
¹
︑
與
怨
兵
/
申
德
夏
︑

盛
張
威
儀
︑
將
被
捕
諸
i
︑
梟
示
官
門
︑
傳
首
北
關
︒
在
Ô
i
人
︑

令
本
D
懸
賞
á
捕
︒
宗
白
V
與
D
臣
︑
同
爲
按
査
︒
上
許
之
︒
宗
白

馳
至
咸
興
︑
與
觀
察
/
李
箕
鎭
︑
究
問
諸
囚
︑
取
招
訖
︑
者
斤
禮
等

六
人
︑
幷
梟
首
于
北
靑
府
︒
餘
徒
裵
已
ß
等
︑
e
入
直
官
隸
︑
分
輕

重
︑
或
�
或
杖
︒

(46
)

『
怨
補
F
敎
輯
錄
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條

�
卒
謀
殺
兵
/
︑
至
於
�

刺
者
︑
謀
首
則
直
爲
梟
示
︒
之
#
罪
人
等
︑
竝
絕
島
定
�
︒
7
引
・

e
唱
・
門
卒
︑
極
邊
定
�
﹇
雍
正
甲
寅

(英
祖
十
年
︑
一
七
三
四
)

承
傳
﹈︒

(47
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
推
斷
條
︑
*

�
卒
謀
殺
帥
臣
者
︑
首
謀
梟

示
︒
爲
從
︑
竝
絕
島
定
�
︒
官
屬
不
防
禦
者
︑
極
邊
定
�
︒

(48
)

『續
大
典
﹄
𠛬
典
︑
赦
令

每
赦
令
時
︑
罪
人
放
未
放
︑
京
則
本

曹
・
義
禁
府
︑
外
則
觀
察
/
︑
分
等
錄
1
﹇
已
至
�
,
・
未
至
�
,
︑

未
e
就
囚
者
︑
竝
爲
擧
論
︒
而
未
至
�
,
︑
京
外
時
囚
・
徒
液
案
︑

俱
不
見
錄
︑
該
司
査
出
︑
別
單
書
入
︒
○
減
死
罪
人
︑
觀
察
/
混

錄
放
秩
者
︑
自
本
曹
考
察
﹈︒
凡
係
徒
年
︑
則
勿
論
輕
重
︑
皆
放

﹇
勿
論
減
死
・
定
�
・
液
三
千
里
︑
減
等
則
皆
爲
徒
年
︒
駅
決
時
減

等
︑
務
爲
愼
惜
﹈︒

(49
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
九
︑
英
祖
二
十
年
四
A
壬
申
條

𠛬
曹
�

書
徐
宗
玉
曰
︑﹁
頒
赦
後
︑
罪
在
徒
年
者
︑
一
幷
放
E
︑
旣
q
傳
敎
︒

今
番
諸
D
狀
聞
中
︑
徒
年
之
置
諸
未
放
者
︑
亦
皆
放
釋
︒
而
其
中
三

人
︑
俱
係
�
犯
難
赦
︑
初
命
減
死
︑
復
爲
徒
年
︑
故
措
辭
囘
1
︒
V

準
其
限
︒﹂
�
堂
以
爲
斑
駁
而
非
之
矣
︒
上
詢
于
大
臣
︒
金
在
魯
曰
︑

﹁
�
家
若
於
當
初
駅
決
時
︑
審
惜
於
減
等
︑
可
也
︒
旣
已
減
等
︑
乃

是
徒
年
︒
在
國
家
信
政
令
之
D
︑
豈
可
以
�
理
可
惡
而
仍
置
之
乎
︒

此
後
減
等
時
︑
各
別
愼
惜
︒
而
赦
典
時
︑
徒
年
則
無
輕
重
︑
皆
放
︒

宜
定
式
施
行
︒
﹂
上
從
之
︒

(50
)

-
揭
*
(
21
)︑
參
照
︒

(51
)

『典
律
7
補
﹄
𠛬
典
︑
名
例

稱
徒
�
者
︑
徒
三
年
定
�
︒
稱
定

�
者
︑
勿
限
年
︒
稱
決
杖
者
︑
杖
百
︒
稱
決
笞
者
︑
笞
五
十
︒

(52
)

『
典
律
7
補
﹄
凡
例

一
︑
諸
條
必
懸
*
其
出
處
﹇
⁝
⁝
曰
補
者
︑

出
於
F
敎
e
�
錄
者
︒
⁝
⁝
﹈︒

(53
)

『光
海
君
日
記
﹄
(鼎
足
山
本
)
︑
光
海
君
四
年
九
A
甲
午
條

王

問
于
禁
府
曰
︑﹁
%
竄
人
︑
靈
巖
・
光
陽
等
地
定
�
︑
q
-
例
乎
︒

可
考
1
︒
﹂
禁
府
1
曰
︑﹁
常
時
本
府
規
例
︑
凡
定
�
人
︑
以
絕
塞
1

下
︑
則
六
鎭
e
江
邊
定
�
︒
以
絕
島
1
下
︑
則
濟
州
・
珍
島
・
南

海
・
巨
濟
等
地
定
�
︒
只
以
%
竄
1
下
︑
則
勿
論
南
北
︑
%
處
定
�
︒

戊
申
年

(光
海
元
年
︑
一
六
〇
八
)
罪
人
洪
湜
︑
以
%
竄
之
罪
︑
謫

死
於
康
津
︒
而
康
津
︑
卽
靈
巖
之
¦
邑
也
︒
郭
再
祐
︑
亦
嘗
液
竄
靈

巖
矣
︒
此
外
-
例
︑
無
�
籍
可
考
︒
以
表
表
人
,
共
知
者
言
之
︑
盧

守
愼
︑
%
竄
于
順
天
︑
厥
後
加
罪
︑
始
E
珍
島
︒
順
天
︑
卽
光
陽
¦

邑
也
︒
許
潛
之
兄
許
汴
︑
亦
嘗
%
竄
于
光
陽
云
︒
祖
宗
�
︑
%
竄
靈

巖
等
邑
者
︑
亦
q
之
︒
此
則
久
%
之
事
︑
不
敢
一
一
盡
 
︒﹂
傳
曰
︑

﹁
竝
北
D
改
定
�
︒﹂

(54
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
.
の
徒
液
𠛬
に
つ
い
て
﹂
(
梅
原
郁
²
﹃
-
4
代

中
國
の
𠛬
罰
﹄
,
收
︑
一
九
九
六
年
︑
京
都
︑
京
都
大
學
人
�
科
學

硏
究
,
)︑
參
照
︒
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(55
)

-
揭
*
(8
)︑
參
照
︒

(56
)

『宋
子
大
l
﹄
(宋
時
烈
7
)
卷
二
百
七
︑
重
峯
趙
先
生

(趙
憲
)

行
狀

舊
例
︑
命
�
驛
置
者
︑
必
私
於
驛
官
︑
皆
以
奴
僕
代
立
其
役
︑

而
印
或
q
l
免
者
︒
先
生
之
�
嶺
東
︑
獨
不
然
︑
必
身
自
當
之
︑
曰
︑

﹁
�
廷
正
欲
以
此
治
q
罪
者
︒
必
�
免
此
︑
是
不
F
君
命
者
也
︒﹂
故

/
命
之
�
者
︑
多
不
入
嶺
東
︒

(57
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
三
A
庚
子
條

忠
淸
監
司
金
始

振
狀
1
︑﹁
4
來
各
D
軍
役
者
︑
犯
罪
閏
軍
液

(徒
)
︹
徙
︺︑
則
各

邑
不
得
任
(
代
定
︑
印
不
得
徵
其
番
布
於
%
地
︑
未
免
§
責
於
族
¦
︒

不
可
無
變
7
之
擧
︒
自
今
q
身
役
定
�
者
︑
則
竝
移
定
於
,
�
邑
軍

役
︒
原
籍
官
︑
則
以
他
閑
丁
代
定
︑
以
除
¦
族
被
§
之
¨
︒
如
或
同

是
邊
地
鎭
堡
,
屬
軍
兵
︑
而
互
相
定
�
於
彼
此
︑
則
仍
令
奄
E
爲
�
︒

V
令
該
曹
稟
定
︒﹂
下
兵
曹
囘
1
︑﹁
V
依
狀
1
︑
一
體
分
付
于
他
D
︑

以
爲
定
式
[
行
之
地
︒﹂
從
之
︒

(58
)

沈
魯
崇
﹃
南
�
日
錄
﹄
上
・
中
・
下

(韓
國
j
料
叢
書
第
五
十
五
︑

二
〇
一
一
年
︑
果
川
︑
國
j
²
纂
委
員
會
)

(59
)

定
�
罪
人
に
對
し
て
は
�
,
の
地
方
官
が
每
A
朔
¬
に
點
呼
を
行

い
︑
ま
た
不
定
.
に
特
別
の
點
呼

(無
時
點
考
)
を
行
っ
て
罪
人
の

Ô
k
を
豫
防
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
士
大
夫

(兩
班
)
の
場
合
に
は
︑

地
方
官
の
裁
量
に
よ
り
點
考
の
免
除

(
除
點
)
を
行
う
こ
と
も
多
い
︒

○
『
南
�
日
錄
﹄
卷
五
︑
純
祖
二
年
三
A
初
七
日
條

朔
¬
考
點
︑

固
是
7
規
︒
外
邑
或
q
無
時
點
考
者
︒
或
謂
官
屬
恣
行
民
閒
︑
乞
貸

貽
¨
也
︒
謫
人
之
用
此
例
︑
-
,
未
聞
︒
○
『南
�
日
錄
﹄
卷
十
一
︑

純
祖
四
年
正
A
初
一
日
條

金
�
星
乭
︑
夜
來
見
言
︑
姜
謫
來
後
︑

,
謂
官
者
︑
招
�
Ú
言
︑
姜
懷
德
︑
卽
吾
親
舊
︑
欲
除
點
︒
而
同
罪

名
之
沈
參
奉
︑
-
日

(不
)
旣
不
除
點
︒
此
而
除
之
︑
彼
豈
不
曰
如

何
︒
○
『南
�
日
錄
﹄
卷
十
二
︑
甲
子

(
純
祖
四
年
)
七
A
二
十
九

日
條

纔
飯
後
︑
忽
聞
q
人
入
來
言
︑
﹁
沈
參
奉
在
此
耶
︒﹂
駭
甚
問

之
︑
則
謂
q
點
令
也
︒
顛
倒
入
去
︑
坐
衙
門
內
𠛬
�
,
︑
稍
久
︑
𠛬

�
來
言
︑
﹁
官
見
謫
案
曰
︑
﹃
此
兩
班
也
︒
必
無
離
#
之
慮
︒
不
必
庭

點
︒
自
外
Æ
去
之
(
︑
可
以
出
吿
也
﹄︒
云
云
︒
﹂
�
出
來
︒

(60
)

士
大
夫

(
兩
班
)
に
對
す
る
﹁
�
戒
﹂
の
體
系
に
つ
い
て
は
︑
拙

稿
﹁
�
鮮
時
代
に
お
け
る
三
司
の
言
論
と
官
人
の
處
罰
﹂
(
-
揭
*

(34
)
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(61
)

同
右
︒
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PENAL BANISHMENT IN JOSEON KOREA

YAGI Takeshi

The penal system of Joseon Korea was built on the basis of the criminal code of

Ming China. The punishment given to each criminal in Korea corresponded, in prin-

ciple, to the Five Punishments prescribed in the Ming code. However, Korean kings

sometimes issued special decrees that overruled the authority of the articles of the

Ming code ; there were, therefore, some punishments that were not seen in the

Ming code.

Jeongbae, or penal banishment, was one of the punishments not seen in the

Ming code. Originally, jeongbae was a general term for the selection of a place of

exile for a criminal banished under the Ming code. However, jeongbae became a

special term in the late Joseon period that referred to the punishment of exile

resulting from the kingʼs intervention rather than in accordance with the articles of

the Ming code.

These interventions, which had no basis in the articles of the Ming code and

were exceptions, could not be cited as judicial precedent in general cases. However,

an increase in the number of such cases transformed the exceptions into a general

precedent. The Joseon kings compiled such precedents and created additional

codes as supplements to the articles of the Ming code. Jeongbae was prescribed as a

punishment in the legal codes, and it became a legal punishment in the late Joseon

period.

However, the actual conditions under which criminals were sentenced to

jeongbae are not very clear. In their place of exile, some criminals were sentenced

to labor service or penal servitude according to their social status, and this invol-

untary service was more difficult than those punishments they had previously born.

However, scholar-officials sentenced to jeongbae were not assigned any labor ser-

vice ; because of this, jeongbae in the case of scholar-officials can be understood as a

disciplinary measure assigned on the basis of the special relationship between the

king and his officials, exempting them from the application of the penal codes for

ordinary people.
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