
明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て

大

石

隆

夫

は

じ

め

に

明
代
後
期
、
嘉
靖
帝
（
在
位
一
五
二
一
〜
一
五
六
六
年
）
は
内
憂
外
患
に
よ
り
王
朝
の
前
途
に
暗
雲
が
漂
い
始
め
た
多
難
な
時
期
に
帝

位
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
実
父
母
の
礼
遇
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
大
礼
の
議
に
よ
っ
て
官
僚

と
の
間
に
溝
を
作
り
、
ま
た
道
教
を
信
奉
し
て
政
務
を
か
え
り
み
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
宮
中
に
あ
っ
て

外
界
と
隔
絶
さ
れ
て
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
内
閣
大
学
士
に
密
掲
と
い
う
特
殊
な
上
奏
文
を
用
い
て
直
接
上
書
す
る
こ
と

を
許
し
、
自
ら
密
諭
と
よ
ば
れ
る
親
書
で
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
と
緊
密
な
連
絡
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

嘉
靖
帝
が
主
体
性
を
も
っ
て
政
治
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
反
映
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
明
代
の
上
奏
文
に
つ
い
て
は
桜
井
俊
郎
氏
�
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
明
初
か
ら
弘
治
朝
に
至
ま
で
の
題
奏
本
制
度
の
形
成

と
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
代
後
期
に
出
現
し
た
上
奏
文
の
一
種
で
あ
る
密
掲
は
今
ま
で
十
分
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。『
万
暦
野
獲
編
』
は
密
掲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

中
外
大
小
臣
工
の
封
事
を
上
る
に
、
外
に
通
政
司
有
り
、
内
は
則
ち
会
極
門
に
し
て
倶
に
号
簿
有
り
。
惟
だ
内
閣
独
り
密
掲
を
進
む

る
を
得
。
蓋
し
心
膂
の
近
臣
は
百
司
と
比
べ
得
る
に
非
ず
。
近
日
の
言
路
遂
に
指
す
に
奸
数
を
為
す
を
以
て
し
、
盡
く
停
格
を
行
わ

三
五
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ん
と
欲
す
。
聖
意
の
転
移
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
全
く
こ
の
一
線
を
恃
め
ど
も
、
外
廷
の
千
言
は
禁
密
の
片
語
に
如
か
ず
。（
中
略
）
閣

中
の
密
掲
は
祖
宗
の
朝
、
皆
然
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
惟
だ
在
事
に
て
則
ち
之
を
行
う
の
み
。
嘉
靖
中
・
万
暦
初
、
在
籍
・
在
塗
に

し
て
之
を
用
い
る
者
あ
り
。
永
嘉
・
江
陵
の
二
張
文
忠
是
な
り
。
彼
の
時
、
臣
主
一
人
の
如
く
、
忤
ら
う
者
は
立
に
奇
禍
に
見
う
。

（
巻
七
「
内
閣
密
掲
」）

一
般
官
僚
の
上
奏
文
は
在
外
の
者
は
通
政
使
司
を
通
じ
、
在
京
の
者
は
会
極
門
を
通
じ
て
宮
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
内
閣
は
こ
の
他
に

密
掲
を
進
呈
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
影
響
力
は
普
通
の
上
奏
文
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
、
殊
に
嘉
靖
・
万
暦
両
朝
の
宰
相
張
%
と
張

居
正
は
こ
れ
に
よ
っ
て
皇
帝
の
意
志
決
定
を
左
右
し
て
「
臣
主
一
人
の
如
く
」
で
あ
っ
た
、
と
あ
る
。
明
代
の
政
治
制
度
に
詳
し
い
山
本

隆
義
氏
は
、
密
掲
を
評
し
て
「
内
閣
が
心
膂
の
近
臣
た
る
が
故
に
か
か
る
特
権
を
賦
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
子
が
事
を
断
決
す
る
際

に
大
な
る
影
響
力
を
持
つ
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
」�
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
密
掲
は
明
代
後
期
に
お
け
る
内
閣
権
力
の
伸
張
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
時
代
の
政
治
史
は
不
安
定
な

政
治
情
勢
を
背
景
に
強
権
を
掌
握
し
一
世
を
風
靡
し
た
多
く
の
内
閣
大
学
士
で
彩
ら
れ
て
お
り
、
張
%
は
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
果
た
し
て
密
掲
は
『
万
暦
野
獲
編
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
張
%
に
大
き
な
権
力
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
密
諭
・
密
掲
を
介
し
て
交
わ
さ
れ
た
嘉
靖
帝
と
張
%
の
間
の
対
話
の
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
密
諭
・
密
掲
の
創
設
の
経
緯
と
制
度
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
張
%
の
『
諭
対
録
』
三
四
巻
巻
首
一
巻
�

や
楊
一
清
の
『
密
諭
録
』
七
巻
�
に
収
録
さ
れ
た
嘉
靖
初
年
の
密
諭
・
密
掲
を
具
体
例
と
し
て
嘉
靖
帝
と
張
%
の
間
に
お
け
る
意
志
疎
通

の
実
態
を
考
察
し
、
も
っ
て
こ
の
制
度
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
�
。

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
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一
、
密
諭
・
密
掲
制
度
の
創
設

嘉
靖
初
年
の
政
局
は
、
外
藩
か
ら
迎
え
ら
れ
て
帝
位
に
つ
い
た
嘉
靖
帝
の
実
父
母
の
礼
遇
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
、
大
礼
の
議
を
め
ぐ

る
論
争
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
推
移
し
た
。
そ
し
て
六
年
一
〇
月
、
大
礼
の
議
に
と
も
な
う
政
治
闘
争
を
制
し
て
台
頭
し
た
一
群
の
官
僚

（
以
下
議
礼
派
と
呼
ぶ
）
の
首
領
で
あ
る
張
%
は
礼
部
尚
書
兼
文
淵
閣
大
学
士
と
し
て
入
閣
し
た
。
嘉
靖
帝
の
主
導
に
よ
り
密
諭
・
密
掲

制
度
が
創
設
さ
れ
た
の
は
あ
た
か
も
こ
の
月
の
こ
と
で
あ
る
。『
世
宗
宝
訓
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

上
、
大
学
士
張
%
に
諭
す
ら
く
「
朕
に
密
諭
有
ら
ば
、
卿
、
他
を
し
て
測
知
せ
し
め
、
以
て
事
機
を
泄
ら
す
勿
れ
」
と
。
又
諭
す
ら

く
「
朕
と
卿
、
帖
は
皆
親
書
せ
よ
。
甚
だ
楷
正
し
か
ら
ず
と
雖
も
、
代
写
に
事
情
の
泄
れ
る
を
恐
る
」
と
。
%
、
疏
し
て
謝
し
、
因

り
て
先
朝
楊
士
奇
の
故
事
を
挙
げ
、
図
書
を
給
い
、
密
封
奏
対
の
用
と
為
す
を
請
う
。
上
、
之
を
許
す
。
乃
ち
大
学
士
楊
一
清
に
諭

し
て
曰
く
「
凡
そ
朕
と
卿
等
の
議
す
べ
き
事
情
は
、
軍
国
の
重
務
は
卿
等
同
官
三
人
を
し
て
議
奏
せ
し
む
る
を
除
く
の
外
、
或
は
密

訪
す
べ
き
事
機
あ
ら
ば
祖
宗
の
故
事
に
法
り
お
の
お
の
に
印
記
一
を
賜
い
、
以
て
所
来
の
帖
子
を
封
ず
る
を
欲
す
。
又
朕
の
送
下
せ

る
文
書
も
亦
封
記
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
今
、
制
す
る
に
、
一
套
の
正
面
に
一
雲
竜
を
画
き
、
上
に
「
諭
某
官
」
と
批
し
、
中
に
「
政

事
文
箚
験
記
」
一
顆
を
用
い
、
背
の
封
口
に
「
御
封
」
の
二
字
を
用
う
れ
ば
、
出
納
に
験
あ
り
、
事
機
に
漏
る
る
あ
る
を
致
さ
ざ
る

に
庶
し
。
朕
、
謀
る
べ
き
者
な
き
も
、
用
い
て
卿
と
預
め
可
否
を
計
り
て
通
議
来
聞
す
る
も
の
は
并
わ
せ
て
印
記
の
字
様
を
賜
い
選

用
を
ね
ぎ
ら
う
。
之
を
密
か
に
せ
よ
」
と
�
。

嘉
靖
帝
は
密
諭
・
密
掲
制
度
の
創
設
に
当
た
っ
て
自
ら
数
多
く
の
事
柄
を
取
り
決
め
て
い
る
。
情
報
の
漏
洩
を
避
け
る
た
め
密
諭
・
密
掲

は
す
べ
て
親
書
す
る
こ
と
、
洪
'
帝
が
楊
士
奇
ら
に
銀
印
を
賜
っ
た
故
事
に
倣
い
当
時
内
閣
大
学
士
で
あ
っ
た
張
%
・
楊
一
清
・
(
鑾
の

三
人
に
印
章
を
賜
っ
て
密
掲
を
進
呈
す
る
権
利
を
認
め
（
付
図
一
参
照
）、
か
つ
こ
の
印
章
で
密
掲
を
封
印
す
べ
き
こ
と
、
密
諭
は
一
定

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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の
様
式
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
封
筒
に
封
入
す
る
べ
き
こ
と
（
付

図
二
参
照
）、
な
ど
で
あ
る
。
嘉
靖
帝
が
自
ら
の
発
案
で
制
度
を

創
造
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

密
諭
・
密
掲
は
誰
の
手
に
よ
っ
て
送
達
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
密
諭
録
』
に
は

今
晩
、
内
閣
中
よ
り
邸
舎
に
回
る
に
、
該
司
礼
監
文
書
房
官

御
箚
を
齎
捧
し
密
諭
あ
り
て
曰
く
、
云
々
�

と
あ
り
、
正
規
の
上
奏
文
処
理
過
程
を
経
る
こ
と
な
く
宮
中
の
秘

書
役
の
宦
官
が
大
学
士
の
私
邸
を
直
接
訪
れ
る
か
た
ち
で
授
受
の

仲
立
ち
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
に
も
密
諭
・
密
掲

の
運
用
に
は
様
々
な
と
り
き
め
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
張
%
の

子
息
張
遜
業
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

中
書
科
中
書
舎
人
守
制
臣
張
遜
業
謹
し
ん
で
奏
し
、
先
臣
の

遺
疏
を
進
�
せ
ん
が
事
の
為
に
す
。
臣
の
父
少
師
兼
太
子
太

師
吏
部
尚
書
華
蓋
殿
大
学
士
張
孚
敬
（
%
。
一
〇
年
二
月
に

改
名
）
は
今
年
二
月
初
一
日
、
自
ら
病
の
癒
え
る
能
わ
ざ
る

を
度
り
、
乃
ち
臣
を
呼
び
之
に
命
じ
て
曰
く
、「（
中
略
）
先

年
し
ば
し
ば
諭
札
及
び
銀
図
書
を
承
く
。
す
で
に
録
進
せ
る

を
除
く
の
外
、
な
お
未
だ
進
�
を
経
ざ
る
者
凡
て
八
道
あ

（
付
図
一
）
嘉
靖
帝
が
張
%
に
賜
っ
た
印
章

（『
諭
対
録
』
よ
り
）

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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（
付
図
二
）
密
諭
の
封
筒
と
用
紙
の
様
式

（『
諭
対
録
』
よ
り
）

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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り
。
謹
ん
で
す
で
に
旧
式
の
如
く
簿
に
録
し
装
�
冊
を
成
し
竜
匣
に
尊
蔵
す
。
銀
図
書
二
枚
と
并
せ
密
に
封
識
を
加
え
+
て
奏
本
を

為
り
、
我
が
没
後
を
待
ち
汝
即
ち
に
親
ら
齎
ち
て
闕
に
赴
き
奏
�
す
べ
し
。
失
損
す
る
を
得
ず
」
と
。（
中
略
）
臣
の
父
の
遺
疏
一

封
、
及
び
竜
匣
一
封
、
尊
蔵
せ
る
諭
札
一
冊
、
銀
図
書
二
枚
を
原
匣
の
銀
鎖
鑰
、
印
色
池
と
并
せ
、
倶
全
に
謹
ん
で
本
に
随
っ
て
親

ら
齎
ち
て
闕
に
伏
し
進
�
す
�
。

こ
れ
に
よ
る
と
密
諭
・
密
掲
は
防
諜
の
た
め
施
錠
可
能
な
小
箱
に
入
れ
た
状
態
で
授
受
さ
れ
、
ま
た
大
学
士
は
一
定
期
間
ご
と
に
受
領
し

た
密
諭
を
冊
子
に
装
丁
し
て
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

密
諭
・
密
掲
制
度
は
宦
官
を
介
し
た
皇
帝
と
大
学
士
の
私
的
な
通
信
手
段
で
あ
り
、
政
務
に
関
す
る
意
見
交
換
の
媒
体
と
し
て
機
能
し

得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
こ
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
政
治
的
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
王
世
貞
は
『
嘉
靖
以
来
内
閣
首
輔
伝
』
巻
二
張

孚
敬
伝
に
お
い
て

孚
敬
の
内
閣
に
入
る
に
当
た
り
上
い
よ
い
よ
之
に
傾
向
し
、
密
問
す
る
所
の
還
往
は
月
に
十
を
以
て
数
え
、
字
及
び
号
を
称
え
て
名

を
よ
ば
ず
。
楊
一
清
、
首
揆
に
居
り
老
成
を
以
て
上
の
礼
重
す
る
所
た
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
之
を
信
ず
る
こ
と
孚
敬
の
深
き
に
如

く
能
わ
ず
。

と
述
べ
、
張
%
が
嘉
靖
帝
か
ら
多
く
の
密
諭
を
受
け
、
嘉
靖
帝
の
張
%
に
対
す
る
信
頼
は
当
時
首
輔
で
あ
っ
た
楊
一
清
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
す
る
。
密
諭
・
密
掲
制
度
は
張
%
の
入
閣
に
と
も
な
っ
て
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
受
益
者
も
ま
た
彼
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
張
%
の
関
係
す
る
個
々
の
事
件
に
お
い
て
密
諭
・
密
掲
制
度
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
力
を
持
ち
得
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
『
諭
対
録
』
に
現
れ
る
事
例
を
中
心
に
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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二
、
密
諭
・
密
掲
制
度
運
用
の
実
情

（
一
）
王
瓊
を
め
ぐ
る
人
事
問
題

『
諭
対
録
』
の
巻
一
は
王
瓊
と
い
う
大
臣
の
人
事
案
件
に
関
わ
る
五
通
の
密
諭
・
密
掲
を
載
せ
る
。

近
日
（
桂
）
萼
と
霍
韜
、
疏
し
論
じ
て
王
瓊
を
薦
む
。
前
日
、
卿
未
だ
入
閣
せ
ざ
る
と
き
、
朕
、（
楊
）
一
清
と
（
(
）
鑾
に
詢
る

に
未
だ
便
ち
用
う
べ
か
ら
ず
と
云
う
。
朕
、
思
う
に
、
瓊
は
先
朝
に
在
り
て
罪
犯
未
だ
問
わ
れ
ず
。
而
し
て
朕
、
位
を
嗣
ぐ
や
、

か
れ伊
、
楊
廷
和
、
権
を
擅
に
し
君
を
欺
く
の
疏
を
言
い
、
後
に
始
め
て
科
道
に
こ
も
ご
も
劾
め
ら
れ
下
獄
す
。
其
れ
瓊
の
人
と
な
り
は

果
た
し
て
こ
れ
い
か
ん
。
又
近
く
刑
部
欠
員
に
因
り
吏
部
、
高
友
�
并
せ
て
（
胡
）
�
を
写
し
、
朕
、
�
を
点
用
せ
り
。
其
れ
用
に

堪
う
可
き
や
否
や
、
併
せ
て
卿
に
密
問
す
。
卿
、
己
を
用
い
る
を
憚
る
勿
れ
。
具
に
録
し
て
来
聞
す
べ
し
。
之
を
慎
め
�
。

嘉
靖
帝
は
こ
の
密
諭
中
に
お
い
て
二
つ
の
案
件
を
諮
問
し
て
い
る
。
王
瓊
起
用
の
当
否
と
刑
部
尚
書
の
後
任
人
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す

る
張
%
の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
こ
と

臣
張
孚
敬
謹
ん
で
奏
す
。
臣
、
今
日
内
閣
に
在
り
て
伏
し
て
聖
諭
を
読
む
に
「
王
瓊
は
朕
は
未
だ
善
悪
を
知
ら
ず
。
伊
の
才
委
に

用
い
る
可
き
有
り
や
」
と
謂
い
、
臣
等
に
擬
票
を
命
ず
。
已
に
「
先
に
著
し
て
尚
書
職
致
仕
に
復
し
相
応
の
員
欠
に
待
用
し
吏
部
を

し
て
他
に
推
用
せ
し
む
」
と
擬
す
。
王
瓊
を
論
ず
る
に
委
に
過
人
の
才
あ
り
。
籌
辺
握
兵
に
至
り
て
は
尤
も
其
の
長
ず
る
所
な
り
。

其
れ
先
朝
に
在
り
て
は
本
と
大
過
無
し
。
た
だ
楊
廷
和
の
奸
を
攻
発
し
、
科
道
官
倶
に
廷
和
の
門
下
に
出
る
に
因
り
、
乃
ち
遂
に
扶

同
排
陥
せ
ら
る
る
の
み
。
彼
の
時
、
一
清
家
居
し
、
或
い
は
未
だ
悉
く
知
る
能
わ
ず
。
今
、
萼
と
韜
の
薦
め
る
所
は
、
亦
只
だ
朝
廷

の
官
人
は
其
の
長
ず
る
所
を
取
り
、
将
来
の
効
力
必
ず
当
に
大
い
に
補
う
所
有
る
べ
き
を
願
う
の
み
。
臣
、
嘗
て
方
献
夫
と
論
ず
る

に
「
今
刑
部
尚
書
の
員
欠
く
。
宜
し
く
三
辺
尚
書
王
憲
を
推
し
、
王
瓊
を
以
て
王
憲
に
代
わ
り
三
辺
の
事
を
領
せ
し
め
、
其
の
効
労

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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を
待
ち
て
進
用
す
べ
し
」
と
。（
中
略
）
此
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
用
人
皆
当
た
る
	
。

王
瓊
は
嘉
靖
帝
の
帝
位
継
承
に
際
し
、
楊
廷
和
を
非
難
し
て
綏
徳
（
陝
西
省
）
に
流
刑
さ
れ
、
桂
萼
の
上
奏
に
よ
り
こ
の
年
の
七
月
に
赦

免
さ
れ
た
ば
か
り
の
人
物
で
あ
る


。
議
礼
派
に
属
す
る
張
%
や
桂
萼
が
反
議
礼
派
の
領
袖
楊
廷
和
と
敵
対
し
た
王
瓊
を
推
挽
す
る
の
は

き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
が
、
張
%
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
密
諭
中
の
二
つ
の
諮
問
案
件
を
関
連
づ
け
、
陝
西
三
辺
総
督
の
王
憲
を
刑
部
尚

書
に
推
し
、
王
憲
の
後
任
に
王
瓊
を
据
え
る
玉
突
き
人
事
を
嘉
靖
帝
に
提
案
し
た
。
嘉
靖
帝
は
次
の
よ
う
に
回
答
す
る
。

昨
晩
、
卿
の
回
奏
を
得
。
已
に
王
瓊
を
起
こ
す
旨
を
擬
す
。（
中
略
）
王
憲
を
補
し
て
辺
方
に
在
り
て
功
を
成
さ
し
め
、
次
い
で
も

し
之
を
他
人
に
更
え
た
れ
ば
、
又
軍
民
彼
此
す
る
を
恐
る
。
乃
ち
憲
の
辺
政
を
修
挙
す
る
こ
と
已
に
七
分
に
至
る
に
因
り
、
地
方
稍

安
ん
ず
。
地
方
既
に
安
ん
ず
れ
ば
人
心
帰
慕
す
。
未
だ
可
否
を
知
ら
ず
。
或
い
は
卿
の
意
の
如
く
す
�
。

嘉
靖
帝
は
逡
巡
し
な
が
ら
も
辺
境
統
治
事
業
が
完
成
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
王
憲
を
転
任
さ
せ
る
意
志
が
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
し

か
し
張
%
は
重
ね
て
王
瓊
の
起
用
を
進
言
す
る
。

夫
れ
宣
（
府
）・
大
（
同
）
は
京
師
に
切
近
し
辺
鎮
に
在
り
て
尤
も
重
地
と
為
す
。
聖
諭
に
「
王
憲
を
以
て
辺
方
に
在
り
て
功
を
成

さ
し
め
、
次
ぎ
に
之
を
他
人
に
更
え
る
を
欲
せ
ず
」
と
あ
り
。
誠
に
亦
至
慮
な
り
。
如
し
必
ず
王
瓊
を
以
て
刑
部
に
補
せ
ば
、
或
い

は
宣
・
大
、
有
事
緩
急
あ
れ
ば
亦
総
制
と
為
す
べ
し
。
其
れ
安
辺
の
籌
策
は
誠
に
之
に
過
ぎ
る
者
有
る
莫
し
�
。

張
%
は
王
憲
を
転
任
さ
せ
な
い
と
い
う
嘉
靖
帝
の
意
向
を
了
承
し
た
上
で
代
替
案
を
持
ち
出
し
た
。
王
瓊
に
辺
境
統
治
の
才
能
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
有
事
に
際
し
宣
大
総
督
に
起
用
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
刑
部
尚
書
に
任
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
張
%
は
自

分
の
提
案
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
取
る
べ
き
処
置
を
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。

計
開

一
、
萼
・
韜
の
王
瓊
を
薦
め
る
所
の
本
は
臣
等
已
に
「
着
し
て
尚
書
職
致
仕
に
復
し
相
応
の
員
欠
に
待
用
し
、
吏
部
を
し
て
他
に
推

用
せ
し
む
」
と
擬
票
せ
り
。
今
、
如
し
瓊
を
用
い
れ
ば
吏
部
の
刑
部
尚
書
を
推
す
の
本
を
将
て
発
出
す
る
を
須
ち
再
び
換
え
来
た

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
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ら
せ
て
+
け
て
推
さ
し
め
ん
。
并
せ
て
萼
・
韜
の
本
は
前
票
の
旨
に
照
ら
し
て
倶
に
発
出
し
（
方
）
献
夫
を
し
て
王
瓊
を
推
し
て

進
め
来
た
ら
し
め
ん

。

張
%
は
嘉
靖
帝
に
対
し
、
王
瓊
の
刑
部
尚
書
任
用
に
当
た
り
、
王
瓊
を
推
薦
す
る
趣
旨
の
桂
萼
・
霍
韜
の
題
本
は
張
%
の
票
擬
の
通
り
批

答
し
て
発
出
す
る
、
吏
部
が
刑
部
尚
書
会
推
の
結
果
を
奏
上
し
た
題
本
は
一
旦
発
出
の
後
、
改
め
て
吏
部
侍
郎
方
献
夫
に
王
瓊
を
推
薦
す

る
題
本
を
進
呈
さ
せ
る
、
と
い
う
二
つ
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
は
た
し
て
嘉
靖
帝
は
王
瓊
の
起
用
を
認
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
は
否
で
あ
っ
た
。

昨
卿
の
回
奏
せ
る
事
件
は
朕
、
具
に
知
悉
せ
り
。
但
し
�
は
未
だ
用
う
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
瓊
も
亦
未
だ
便
ち
用
う
べ
か
ら
ず
。
只

も
の

だ
是
着
し
て
尚
書
職
に
復
し
て
後
、
用
を
待
た
し
む
る
の
み
。
刑
部
に
任
ず
る
に
堪
え
る
的
は
吏
部
に
着
し
て
+
け
て
刑
名
に
長
ず

る
的
を
推
さ
し
め
て
用
い
ん
�
。

嘉
靖
帝
は
王
瓊
の
名
誉
を
回
復
し
て
致
仕
さ
せ
る
に
と
ど
め
、
刑
部
尚
書
に
は
別
人
を
任
用
す
る
意
志
を
明
示
す
る
に
至
っ
た
。『
実
録
』

は
こ
の
事
件
の
結
末
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

吏
部
尚
書
李
承
-
を
改
命
し
て
刑
部
尚
書
と
為
し
太
子
少
保
を
加
う
。
是
よ
り
先
、
刑
部
尚
書
欠
き
、
吏
部
侍
郎
方
献
夫
等
、
南
京

工
部
尚
書
高
友
�
・
戸
部
侍
郎
胡
�
を
会
推
す
。
上
、
刑
部
の
所
掌
、
民
命
に
関
わ
る
を
以
て
必
ず
須
く
人
を
得
さ
し
め
以
て
委
任

に
副
わ
し
む
。
故
に
承
-
に
改
命
す
�
。

李
承
-
を
刑
部
尚
書
に
任
用
す
る
人
事
案
は
前
掲
の
密
諭
・
密
掲
の
中
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
嘉
靖
帝
が
独
断
で
刑
部

尚
書
を
選
任
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
密
掲
を
介
し
た
張
%
の
嘉
靖
帝
に
対
す
る
工
作
は
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
嘉
靖
帝
は
自

分
か
ら
張
%
に
王
瓊
起
用
の
可
否
と
刑
部
尚
書
の
後
任
人
事
を
諮
っ
て
お
き
な
が
ら
、
議
礼
派
の
思
惑
を
背
景
に
し
た
張
%
の
提
案
は
却

下
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
例
に
お
い
て
密
諭
・
密
掲
は
正
式
な
人
事
が
発
令
さ
れ
る
前
の
打
ち
合
わ
せ
の
場
と
し
て
機
能
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
嘉
靖
帝

明
代
嘉
靖
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が
張
%
の
提
出
し
た
人
事
案
を
承
認
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
密
諭
・
密
掲
に
は
こ
れ
を
介
し
て
大
学
士
が
皇
帝
に
対
し
て
根
回
し
を
行

う
役
割
は
期
待
さ
れ
ず
、
皇
帝
の
当
該
案
件
に
関
す
る
意
向
を
周
知
さ
せ
る
役
割
が
よ
り
重
要
だ
っ
た
と
い
え
る
。

（
二
）
聶
能
遷
疑
獄
事
件

王
瓊
を
め
ぐ
る
人
事
問
題
が
終
結
し
た
八
ヶ
月
後
、
聶
能
遷
と
い
う
奇
妙
な
人
物
を
め
ぐ
っ
て
張
%
と
首
輔
楊
一
清
と
の
間
に
確
執
が

生
じ
、
張
%
は
再
び
密
掲
を
用
い
て
嘉
靖
帝
の
意
志
決
定
を
左
右
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
と
の
発
端
は
議
礼
派
の
立
場
か
ら
大
礼
の
議
の

経
過
を
記
録
し
た
欽
定
書
『
明
倫
大
典
』
の
発
布
に
際
し
て
の
恩
典
人
事
で
あ
っ
た
。『
実
録
』
は
こ
の
事
件
の
)
末
を
次
の
よ
う
に
記

す
。

錦
衣
衛
指
揮
僉
事
聶
能
遷
を
謫
戍
す
。
遷
は
初
め
太
監
銭
寧
に
附
し
功
を
冒
し
濫
り
に
陞
り
、
の
ち
例
を
以
て
裁
免
せ
ら
る
。
復
た

議
礼
に
因
縁
し
且
つ
太
監
崔
文
と
交
関
し
冒
し
て
故
秩
に
復
す
。
さ
き
ご
ろ
『
明
倫
大
典
』
の
書
成
る
を
見
て
陞
職
す
る
を
得
ざ
れ

ば
怨
望
し
平
ら
か
な
ら
ず
。
間
住
工
部
主
事
翁
洪
に
属
み
疏
を
草
し
、
新
建
伯
王
守
仁
、
賄
を
礼
部
尚
書
席
書
に
通
じ
て
挙
用
せ
ら

る
る
を
得
た
る
を
誣
論
し
、
詞
、
#
事
王
綰
及
び
大
学
士
張
%
に
連
な
る
�
。

聶
能
遷
は
も
と
も
と
宦
官
と
結
託
し
て
昇
進
を
は
か
り
、『
明
倫
大
典
』
発
布
に
伴
う
恩
典
人
事
に
際
し
て
昇
進
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

恨
ん
で
朝
廷
の
大
臣
を
誣
告
し
て
罪
を
得
た
、
と
あ
る
。
張
%
の
密
掲
に
よ
る
と
こ
の
一
件
は
彼
個
人
と
次
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
。

昨
晩
、（
楊
）
一
清
、
聶
能
遷
の
奏
す
る
所
と
并
せ
て
擬
票
を
以
て
臣
に
示
す
。
初
め
臣
、
召
さ
れ
て
京
に
至
る
や
、
も
と
能
遷
と

曽
て
相
識
ら
ず
。
彼
来
た
り
て
相
見
え
開
口
し
、
便
ち
「
是
れ
我
、
朝
廷
に
奏
し
て
�
を
取
り
来
た
ら
し
む
」
と
説
う
。
続
き
て
臣

す
す

等
、
誤
り
て
恩
命
を
被
り
（
翰
林
院
）
学
士
に
超
擢
せ
ら
る
る
や
、
彼
亦
「
是
れ
我
、
太
監
崔
文
を
し
て
朝
廷
に
在
り
て
前
み
て
�

が
た
め
に
道
達
せ
し
む
」
と
説
う
。（
中
略
）
さ
き
ご
ろ
『
明
倫
大
典
』
を
進
め
る
や
、
又
例
に
随
っ
て
陞
官
せ
ん
と
欲
し
、
桂
萼

に
対
し
て
錦
衣
衛
堂
上
掌
印
指
揮
に
な
ら
ん
と
欲
要
す
と
言
う
。
臣
萼
に
謂
い
て
曰
く
「
此
等
の
凶
悪
若
し
こ
れ
を
し
て
錦
衣
衛
掌

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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印
指
揮
に
做
せ
ば
朝
廷
の
事
を
壊
る
こ
と
極
ま
ら
ん
云
々
」
と
。
何
ぞ
彼
、
之
を
聞
き
て
ま
す
ま
す
讐
恨
を
懐
か
ん
�
。

こ
れ
に
よ
る
と
聶
能
遷
は
張
%
が
三
年
六
月
に
左
遷
先
の
南
京
か
ら
召
還
さ
れ
た
頃
か
ら
内
廷
の
宦
官
と
の
関
係
を
暗
示
し
な
が
ら
恩
を

売
る
よ
う
な
言
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
『
明
倫
大
典
』
が
発
布
さ
れ
る
と
彼
は
自
分
の
言
動
を
功
績
と
し
て
認
め
て
昇

進
さ
せ
る
よ
う
議
礼
派
の
大
臣
に
要
求
し
た
ら
し
い
。
こ
の
要
求
が
拒
絶
さ
れ
た
た
め
聶
能
遷
は
恨
み
を
懐
い
て
張
%
ら
を
誣
告
す
る
に

至
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
張
%
は
翌
々
日
の
密
掲
に
お
い
て
聶
能
遷
に
黒
幕
が
い
る
と
主
張
し
始
め
る
。

聶
能
遷
の
臣
を
恨
む
情
由
は
一
日
に
止
ま
ら
ず
。（
中
略
）
今
年
の
正
月
間
、
彼
、
方
に
陳
べ
て
兵
部
に
其
れ
が
為
に
覆
奏
す
る
を

乞
う
。
楊
一
清
、
実
は
之
を
主
る
。
た
ま
た
ま
一
日
、
一
清
、
閣
に
至
ら
ず
。
即
ち
書
を
写
し
て
臣
に
与
え
、
其
れ
が
為
に
擬
票

し
、
量
り
て
陞
職
に
擬
せ
ん
と
欲
す
。
盍
ぞ
過
と
為
さ
ざ
る
。
今
、
書
見
存
す
。
中
に
三
耳
な
る
者
を
云
う
に
証
す
べ
し
。
即
ち

聶
字
な
り
。
即
ち
聶
能
遷
な
り
。
是
の
日
、
兵
部
の
本
、
未
だ
下
ら
ず
。
次
日
発
下
せ
ら
る
。
是
の
日
、
一
清
、
閣
に
到
り
、
即
ち

に
擬
票
を
為
り
て
「
聶
能
遷
は
公
差
に
変
を
聞
き
、
艱
険
を
避
け
ず
、
地
方
の
官
員
に
伝
報
し
兵
を
分
か
ち
て
備
え
禦
ぐ
。
況
や

他
、
先
年
、
抗
言
、
礼
を
論
じ
、
労
績
嘉
す
べ
し
。
本
衛
指
揮
僉
事
に
陞
し
着
し
て
南
鎮
撫
司
に
在
り
て
管
事
す
る
を
准
す
」
と

云
う
。
彼
、
時
に
実
に
皇
上
の
従
わ
ざ
る
を
恐
れ
、
抗
言
論
礼
の
四
字
を
以
て
皇
上
の
従
わ
ん
こ
と
を
欲
す
。
故
に
聶
能
遷
ま
す
ま

す
一
清
の
恩
に
感
じ
て
臣
を
恨
む
。（
中
略
）
臣
、
奏
請
す
ら
く
、
聶
能
遷
を
提
究
し
并
せ
て
主
謀
の
奸
人
を
追
せ
ん
こ
と
を
。
此

れ
第
一
の
要
緊
の
事
な
り
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
聖
明
、
厳
旨
も
て
批
行
し
以
て
国
法
を
彰
か
に
し
以
て
邪
党
を
破
ら
ん
こ
と

を
�
。

聶
能
遷
は
以
前
か
ら
首
輔
楊
一
清
と
結
託
し
て
昇
進
を
は
か
り
、
楊
一
清
は
公
正
で
あ
る
べ
き
票
擬
の
場
に
私
情
を
持
ち
込
ん
で
聶
能
遷

の
昇
進
を
嘉
靖
帝
に
裁
可
さ
せ
る
工
作
を
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
張
%
に
は
こ
の
密
掲
に
よ
っ
て
聶
能
遷
事
件
を
単
な
る
一
武
官
の
不

祥
事
か
ら
首
輔
を
巻
き
込
ん
だ
政
治
闘
争
に
発
展
さ
せ
る
目
論
見
が
あ
っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
嘉
靖
帝
は
こ
の
一
件
を
も
っ

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て

四
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て
楊
一
清
を
咎
め
る
つ
も
り
は
全
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
彼
は
七
月
二
日
付
の
密
諭
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

近
日
、
聶
能
遷
、
私
を
懐
き
て
捏
辞
し
、
朕
を
怨
み
て
平
ら
か
な
ら
ず
。
卿
を
誣
害
排
陥
し
、
已
に
旨
有
り
て
提
問
追
究
す
。
朕
思

う
に
、
&
夫
小
人
の
所
為
一
た
び
此
に
至
る
や
、
何
ぞ
敢
て
忠
を
以
て
自
許
せ
ん
や
。
法
、
行
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
且
つ
彼
必
ず
主

使
有
る
こ
と
、
朕
、
豈
に
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
奈
せ
ん
仁
は
君
の
徳
な
る
の
み
。
朕
は
卿
が
介
懐
す
る
を
恐
る
。
夫
れ
古
よ
り
君
に
忠

な
る
者
、
未
だ
嘗
て
讒
害
を
被
ら
ざ
る
な
し
�
。

嘉
靖
帝
は
ま
ず
聶
能
遷
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
ま
た
主
謀
者
が
別
に
存
在
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
し
か
し
彼
は
君
主
た
る
者
の
仁

徳
に
よ
っ
て
主
謀
者
を
追
究
し
な
い
、
と
し
、
逆
に
張
%
が
こ
の
一
件
を
意
に
介
さ
な
い
よ
う
さ
と
し
て
い
る
。
張
%
か
ら
す
れ
ば
楊
一

清
を
標
的
に
し
た
聶
能
遷
事
件
の
政
治
問
題
化
は
嘉
靖
帝
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
張
%
は
七
月
四
日
、
嘉
靖
帝
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
式
の
上
奏
文
で
あ
る
題
本
を
進
呈
し
楊
一
清
へ
の
攻
撃
を
続
行
す

る
。（

前
略
）
入
閣
に
至
り
て
は
例
、
日
期
を
以
て
先
後
と
為
し
、
官
職
を
以
て
崇
卑
と
為
す
。
凡
そ
閣
中
一
応
の
事
務
は
、
国
家
の
利

害
を
問
わ
ず
、
虚
心
の
公
議
を
行
わ
ず
。
但
だ
主
者
一
人
の
主
る
所
を
以
て
し
、
余
は
唯
々
と
し
て
可
否
を
敢
え
て
せ
ず
。
一
に
言

有
る
者
は
輒
ち
陰
擠
し
て
之
を
斥
く
。
故
に
皆
終
日
伴
食
し
旅
進
旅
退
す
る
の
み
。
此
を
以
て
亦
習
み
て
常
と
為
す
。
甚
し
き
は
明

ら
か
に
其
の
心
私
に
偏
り
国
を
誤
る
を
知
り
、
又
従
い
て
称
道
し
以
て
歓
心
を
結
ぶ
に
至
る
。
是
れ
又
大
い
に
鄙
し
む
べ
し
。（
中

略
）
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
聖
明
、
厳
し
く
宣
諭
を
加
え
、
継
今
以
後
お
の
お
の
宜
し
く
洗
心
滌
慮
し
、
行
い
を
改
め
善
に
従
わ
し

め
、
奸
を
懐
き
て
以
て
君
を
欺
き
、
&
を
設
け
て
以
て
正
を
害
な
い
、
詭
わ
り
随
い
て
以
て
悪
を
済
け
、
己
を
便
ん
じ
て
以
て
讒
を

縦
に
す
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
凡
そ
閣
中
一
応
の
事
務
は
お
の
お
の
公
平
正
大
の
心
を
以
て
之
を
処
す
べ
し
。
公
を
論
ず

る
者
、
前
後
に
旨
を
擬
す
る
も
、
間
ま
私
を
執
り
て
法
を
壊
す
者
あ
り
。
公
論
に
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
阿
従
す
る
を
許
さ
ず
、
必
ず

自
ら
上
裁
を
請
う
べ
し
。
閣
中
所
進
の
掲
帖
は
論
同
じ
き
者
は
連
名
し
、
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
者
は
捏
名
妄
奏
す
る
を
許
さ

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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ず
�
。

こ
の
文
章
は
一
見
、
聶
能
遷
事
件
と
は
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
内
閣
に
お
け
る
首
輔
専
権
の
実
態
を
批
判
し
、
嘉
靖
帝
に

対
し
て
内
閣
大
学
士
を
訓
戒
す
る
よ
う
要
請
す
る
か
た
ち
で
首
輔
で
あ
る
楊
一
清
を
攻
撃
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
嘉
靖
帝
の
返
答
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

輔
臣
は
元
を
調
え
化
を
賛
く
。
当
に
上
の
為
に
は
徳
を
為
し
下
の
為
に
は
民
の
為
に
す
る
べ
き
を
要
す
。
同
寅
協
恭
し
以
て
和
衷
の

治
を
期
せ
ば
朝
廷
倚
*
の
隆
に
副
う
に
庶
し
。
彼
此
あ
い
嫉
み
以
て
簡
択
に
負
く
を
得
ず
�
。

嘉
靖
帝
は
す
で
に
非
公
式
の
密
掲
に
よ
っ
て
張
%
の
題
本
が
政
争
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
内
閣
大
学
士

が
協
調
し
て
相
互
に
嫉
妬
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
訓
戒
す
る
か
た
ち
で
張
%
の
行
動
を
た
し
な
め
て
い
る
。
ま
た
八
月
に
は
楊
一
清
自
身

も
密
掲
を
進
呈
し
て
弁
護
の
論
陣
を
張
っ
て
い
る
。
彼
の
言
い
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
前
略
）
さ
き
ご
ろ
張
%
、
聶
能
遷
の
捏
詞
奏
訐
を
被
り
、
臣
等
の
擬
票
太
だ
寛
く
曽
て
能
遷
を
将
て
旨
を
請
い
拏
問
重
処
せ
ざ
る

に
因
り
、
遂
に
疑
怪
を
生
じ
、
内
閣
に
宣
諭
し
以
て
讒
邪
を
絶
や
し
、
以
て
政
本
を
清
め
ん
こ
と
を
奏
請
す
。
そ
の
辞
の
意
を
詳
に

す
る
に
愚
臣
を
指
斥
す
。（
中
略
）
但
し
%
の
指
斥
す
る
所
は
臣
と
臣
鑾
相
顧
み
茫
然
と
し
て
端
由
を
知
る
莫
し
。（
中
略
）
臣
の
臣

%
に
於
け
る
や
、
去
冬
よ
り
以
前
は
議
論
ま
ま
合
わ
ざ
る
有
り
と
雖
も
、
志
同
じ
く
気
和
し
、
未
だ
嘗
て
一
言
の
相
忤
な
し
。
今
年

の
春
夏
以
来
に
至
り
て
、
其
の
志
太
だ
驕
り
気
太
だ
横
し
ま
な
る
を
見
る
。
公
卿
を
狎
視
し
桂
萼
と
雖
も
亦
敢
え
て
之
と
抗
わ
ず
。

そ
の
余
の
大
臣
は
頤
指
気
使
し
て
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
無
く
、
諸
司
の
庶
僚
は
敢
え
て
仰
視
す
る
莫
し
�
。

楊
一
清
は
ま
ず
張
%
が
自
分
を
敵
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
が
聶
能
遷
を
重
く
処
罰
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
、
張
%
の
告
発

に
つ
い
て
は
身
に
覚
え
が
な
い
と
す
る
。
次
に
張
%
の
最
近
の
振
る
舞
い
に
言
及
し
そ
の
傍
若
無
人
ぶ
り
が
目
に
余
る
こ
と
を
逆
に
告
発

し
て
い
る
。
こ
の
密
掲
に
対
し
て
嘉
靖
帝
は
次
の
よ
う
に
返
答
す
る
。

彼
の
%
は
忠
を
盡
く
し
て
君
に
事
え
、
博
見
多
識
、
顧
問
の
地
に
在
り
て
は
允
に
称
う
。
惜
し
む
べ
し
自
ら
其
の
能
を
伐
り
、
朕
の

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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寵
す
る
所
を
恃
む
。
嗚
呼
。
朕
の
礼
す
る
所
の
者
は
私
恩
に
非
ず
、
昔
の
正
倫
の
功
に
報
わ
る
な
り
。
%
、
当
に
い
よ
い
よ
謙
遜
を

加
え
誠
を
竭
く
し
て
報
を
図
る
べ
し
。
誠
を
竭
く
す
と
は
何
ぞ
や
。
公
に
権
り
賢
に
譲
り
、
己
を
謙
り
衆
を
容
れ
る
こ
と
、
是
な

り
。
今
、
却
っ
て
是
の
若
し
。
良
に
嘆
く
可
き
哉
�
。

こ
こ
に
は
楊
一
清
に
対
す
る
問
責
の
言
葉
は
な
く
、
逆
に
大
礼
の
議
で
の
功
績
を
鼻
に
か
け
た
張
%
の
不
遜
な
態
度
に
不
満
を
表
明
し
て

い
る
。
楊
一
清
が
伝
え
た
官
界
の
悪
評
が
嘉
靖
帝
の
張
%
に
対
す
る
信
用
を
損
ね
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
か
く
し
て
張
%
が
嘉
靖
帝
の

意
志
決
定
を
掌
握
す
る
試
み
は
今
回
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
例
で
の
密
諭
・
密
掲
の
役
割
は
ど
う
か
。
張
%
か
ら
す
れ
ば
密
掲
は
政
敵
楊
一
清
を
追
い
落
と
す
政
争
の
具
と
し
て
は
有
効
で

な
か
っ
た
。
嘉
靖
帝
は
密
掲
を
介
し
た
張
%
の
讒
言
に
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
楊
一
清
も
ま
た
密
掲
を
用
い
て
嘉
靖
帝
に
訴
え
か
け
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
嘉
靖
帝
の
側
か
ら
す
れ
ば
紛
争
の
当
事
者
た
ち
か
ら
個
別
に
釈
明
の
密
掲
が
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で

政
治
問
題
の
情
報
収
集
に
大
変
役
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
張
%
の
請
暇
・
皇
親
の
崇
仏
問
題

前
二
件
の
事
例
は
政
治
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
密
諭
・
密
掲
は
本
来
皇
帝
と
大
学
士
の
私
的
な
通
信
手
段
で
あ
り
、

時
と
し
て
き
わ
め
て
個
人
的
な
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

卿
、
数
日
朝
せ
ず
。
朕
、
甚
だ
之
を
懐
う
。
朝
廷
に
政
務
多
し
。
正
に
卿
の
一
一
の
賛
理
に
頼
る
。
卿
、
豈
に
連
日
、
家
に
居
る
可

け
ん
や
。
既
に
假
を
奏
請
し
、
妻
の
病
を
調
理
せ
ん
と
す
る
を
聞
く
も
、
本
よ
り
卿
を
准
し
難
し
。
但
し
其
の
危
急
を
称
え
る
を
念

い
、
特
に
数
日
を
准
す
。
如
し
妻
の
病
、
稍
痊
え
れ
ば
、
便
ち
即
ち
に
閣
に
赴
き
て
供
職
す
べ
し
。
自
ら
報
国
の
念
を
忘
る
る
勿

れ
�
。

こ
れ
は
数
日
間
、
出
仕
し
な
か
っ
た
張
%
に
対
し
、
若
干
の
休
暇
を
認
め
た
嘉
靖
帝
の
密
諭
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
妻
の
病
気
と
い

明
代
嘉
靖
初
年
の
密
掲
政
治
に
つ
い
て
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う
、
中
国
の
士
大
夫
が
筆
舌
に
上
せ
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
家
庭
内
の
事
情
を
公
然
と
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
家
庭
内

の
出
来
事
と
い
え
ば
時
に
は
家
庭
内
の
不
祥
事
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

今
日
、
朕
、
聞
く
な
ら
く
、
桂
萼
、
密
疏
し
て
言
え
ら
く
「
,
馬
謝
詔
、
学
、
未
だ
進
ま
ざ
る
に
、
其
の
無
徒
を
以
て
之
を
阻
間

す
。
内
、
婦
人
、
朕
の
妹
を
誘
い
専
ら
釈
事
に
務
め
、
外
、
$
者
、
詔
を
阻
み
て
必
ず
し
も
読
書
せ
ず
、
教
書
官
来
た
る
時
、
只
だ

是
他
を
礼
す
る
を
要
さ
ず
と
云
う
。
詔
、
中
日
之
を
憂
恨
す
」
と
。
朕
惟
う
に
帝
王
は
斉
家
を
以
て
先
と
為
し
、
而
る
後
に
親
族
之

を
化
し
、
天
下
、
又
之
を
化
す
。
今
、
朕
の
妹
、
専
ら
釈
教
を
尚
び
、
詔
又
憂
疑
し
進
学
を
肯
ん
ぜ
ず
。
宜
し
き
所
に
非
ず
。
夫
れ

宮
中
に
て
習
う
所
は
仏
事
を
も
っ
て
最
と
為
す
に
過
ぎ
ず
。
故
に
朕
の
妹
之
に
惑
う
。
我
が
聖
母
も
亦
此
の
教
え
を
崇
ぶ
。
朕
、
毎

に
進
諌
す
る
も
慈
意
未
だ
回
ら
ず
、
朕
の
妹
、
所
以
に
忌
畏
す
る
心
無
し
。
此
れ
聖
母
の
之
に
責
諭
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
朕
、
倫
紀

を
失
う
を
恐
る
。
豈
に
上
、
父
母
を
累
わ
し
、
亦
自
ら
過
愆
を
取
ら
ざ
ら
ん
。
朕
、
上
書
し
て
聖
母
に
進
奏
し
、
朕
の
妹
を
訓
う
る

を
請
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
未
だ
可
否
を
知
ら
ず
。
預
め
密
か
に
卿
と
計
ら
ん
。
録
を
備
え
て
来
聞
す
べ
し
�
。

こ
こ
に
い
う
「
朕
の
妹
」
と
は
永
淳
公
主
で
あ
る
。
彼
女
は
弘
治
帝
の
三
女
で
謝
詔
に
嫁
い
だ
�
。
密
諭
の
中
で
嘉
靖
帝
は
謝
詔
が
勉
学

に
努
め
な
い
こ
と
、
お
よ
び
宮
中
に
仏
教
が
蔓
延
し
て
永
淳
公
主
が
こ
れ
に
感
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
と
に
仏
教
信
仰

に
つ
い
て
は
嘉
靖
帝
の
生
母
太
后
蒋
氏
も
熱
心
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
嘉
靖
帝
の
度
重
な
る
諌
言
に
も
耳
を
貸
さ
な
い
こ
と
を
告
げ
る
。

密
諭
の
目
的
は
嘉
靖
帝
が
太
后
に
上
書
し
て
仏
教
信
仰
を
止
め
さ
せ
、
併
せ
て
太
后
を
介
し
て
永
淳
公
主
を
訓
戒
す
る
こ
と
の
当
否
を
張

%
に
諮
問
す
る
こ
と
で
あ
る
。
張
%
の
返
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

臣
、
願
わ
く
ば
、
皇
上
、
韓
愈
の
言
を
采
り
著
し
て
譏
諌
を
為
り
、
聖
母
に
上
奏
せ
ん
こ
と
を
。
委
曲
積
誠
一
な
ら
ざ
れ
ば
聖
母
の

慈
意
、
必
ず
回
ら
ざ
る
こ
と
無
き
に
足
ら
ん
。
聖
母
の
意
回
ら
ば
、
必
ず
以
て
長
公
主
を
諭
さ
ん
。
而
し
て
皇
上
、
又
自
ら
之
を
諭

さ
ば
、
未
だ
歓
然
と
し
て
道
に
同
帰
す
る
者
有
ら
ざ
ら
ん
。
其
の
他
、
一
切
の
誑
誘
の
群
小
は
亦
須
く
禁
戒
し
、
こ
れ
を
し
て
営
惑

す
る
こ
と
無
か
ら
し
め
よ
。
謝
詔
に
至
り
て
は
尤
も
宜
し
く
責
む
べ
し
。
教
書
官
は
定
め
る
に
課
程
を
以
て
し
、
示
す
に
趨
向
を
以
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て
す
れ
ば
、
其
の
徳
器
日
々
就
る
所
あ
る
に
庶
し
。（
中
略
）
謹
ん
で
韓
愈
の
仏
骨
表
全
文
を
将
て
附
進
し
、
謹
ん
で
具
に
奏
聞

す
 
。

張
%
は
韓
愈
の
排
仏
論
を
か
り
て
太
后
を
説
得
す
る
よ
う
提
案
し
、
謝
詔
に
つ
い
て
は
教
育
課
程
を
定
め
て
傅
育
す
る
よ
う
勧
め
て
い

る
。
嘉
靖
帝
は
こ
の
提
案
に
基
づ
い
て
太
后
に
上
書
し
た
が
、
後
日
の
密
諭
に
「
聖
母
の
意
未
だ
回
ら
ざ
る
に
似
た
り
」!
と
あ
り
功
を

奏
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
事
例
で
は
密
諭
・
密
掲
は
皇
帝
と
大
学
士
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
私
信
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
家
庭
内
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
両
者
間
に
私
的
個
人
的
な
人
間
関
係
を
醸
成
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
帝
と
の
間
に
特
別
な
紐
帯
を
発
生
さ
せ
る

が
ゆ
え
に
当
時
、
密
諭
・
密
掲
が
特
殊
な
効
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

密
諭
・
密
掲
制
度
は
宦
官
を
介
し
た
皇
帝
と
大
学
士
の
私
的
な
通
信
手
段
で
あ
り
、
議
礼
派
の
張
%
が
入
閣
す
る
に
当
た
っ
て
嘉
靖
帝

が
発
議
し
て
こ
れ
を
創
設
し
た
。
本
稿
で
は
張
%
を
め
ぐ
る
三
つ
の
事
例
か
ら
こ
の
制
度
が
個
々
の
事
件
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
運
用
さ

れ
る
か
を
検
討
し
た
。
ま
ず
王
瓊
を
め
ぐ
る
人
事
問
題
で
は
刑
部
尚
書
の
後
任
人
事
が
正
式
に
発
令
さ
れ
る
数
日
前
か
ら
密
諭
・
密
掲
を

介
し
た
皇
帝
と
張
%
の
対
話
が
開
始
さ
れ
た
。
王
瓊
の
起
用
に
は
議
礼
派
の
勢
力
拡
大
を
も
く
ろ
む
張
%
ら
の
思
惑
が
あ
っ
た
。
し
か
し

張
%
は
密
掲
に
よ
っ
て
嘉
靖
帝
を
説
得
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
彼
が
別
人
を
起
用
す
る
こ
と
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

次
に
聶
能
遷
疑
獄
事
件
に
お
い
て
は
密
諭
・
密
掲
を
介
し
た
対
話
は
や
は
り
張
%
が
楊
一
清
を
糾
弾
す
る
正
規
の
上
奏
文
を
進
呈
す
る

数
日
前
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
。
張
%
は
元
来
一
武
官
の
不
祥
事
に
過
ぎ
な
い
こ
の
事
件
を
利
用
し
て
首
輔
楊
一
清
に
対
す
る
政
治
闘
争

を
展
開
し
た
。
し
か
し
今
回
も
張
%
の
行
動
が
嘉
靖
帝
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
張
%
は
逆
に
楊
一
清
の
進
呈
し
た
密
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掲
に
よ
り
嘉
靖
帝
の
不
興
を
買
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
張
%
の
請
暇
や
皇
親
の
崇
仏
問
題
に
お
い
て
は
密
諭
・
密
掲
を
介
し
て
嘉
靖
帝
と
張
%
が
互
い
の
家
庭
内
の
問
題
を
語
り
合
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
四
角
四
面
の
上
意
下
達
と
い
っ
た
雰
囲
気
は
感
じ
ら
れ
ず
公
の
場
で
は
口
に
で
き
な
い
私
的
な
話
題
を
語
り
合
う
親

密
さ
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
密
諭
・
密
掲
制
度
は
皇
帝
と
大
学
士
を
私
的
個
人
的
な
人
間
関
係
で
結
び
つ
け
る
役
割

を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
張
%
を
め
ぐ
る
密
諭
・
密
掲
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
こ
の
制
度
の
特
質
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
密
掲
は
皇

帝
の
政
治
的
決
断
に
強
く
影
響
し
こ
れ
を
進
呈
す
る
大
学
士
に
大
き
な
権
力
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
政
治
問
題
に
お
い

て
密
諭
・
密
掲
制
度
は
題
奏
本
を
用
い
た
公
式
の
上
奏
文
処
理
過
程
で
正
式
な
決
定
が
行
わ
れ
る
前
の
打
ち
合
わ
せ
の
場
と
し
て
利
用
さ

れ
、
張
%
は
様
々
な
論
拠
を
あ
げ
て
自
己
に
有
利
な
決
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
嘉
靖
帝
を
誘
導
し
た
。
し
か
し
張
%
の
提
案
の
採
否
を
決
す

る
の
は
常
に
嘉
靖
帝
の
側
で
あ
っ
て
、
張
%
の
言
葉
巧
み
な
誘
導
も
嘉
靖
帝
の
意
志
決
定
を
左
右
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
密
掲
が
内

閣
大
学
士
に
大
き
な
権
力
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
嘉
靖
帝
が
密
諭
・
密
掲
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
に
臣
下
と
の
意
志
疎
通
を
図
り
、
皇
帝
と
張
%
の
間
に
比
較

的
安
定
し
た
君
臣
関
係
が
築
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
明
代
に
お
い
て
は
成
化
朝
以
降
、
皇
帝
が
内
閣
大
学
士

を
召
見
す
る
回
数
が
極
端
に
減
少
し
た
。
大
学
士
万
安
の
ご
と
き
は
成
化
帝
の
面
前
で
言
う
べ
き
言
葉
を
知
ら
ず
万
歳
を
叫
ん
だ
だ
け
で

退
出
し
、
人
々
は
彼
を
あ
ざ
け
っ
て
万
歳
閣
老
と
呼
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
"
。
す
で
に
成
化
朝
に
お
い
て
宮
中
と
外
廷
は
隔
絶
し
、
皇
帝

と
大
学
士
の
関
係
は
会
話
も
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
疎
遠
な
も
の
に
な
り
果
て
て
い
た
。
嘉
靖
帝
が
政
務
に
関
心
が
な
く
、
密
諭
・
密
掲
制

度
が
創
設
さ
れ
な
け
れ
ば
張
%
も
ま
た
万
歳
閣
老
と
大
差
な
い
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
密
諭
・
密
掲
制
度
の
創
設
は
主
体
的
に

政
治
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
嘉
靖
帝
の
政
治
姿
勢
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
宮
中
と
外
廷
の
官
僚
機
構
の
連
絡
が
途
絶
え
が
ち
で
あ
っ
た
明

代
後
期
に
お
い
て
は
例
外
的
に
皇
帝
が
大
学
士
と
親
密
な
関
係
を
構
築
し
得
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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密
諭
・
密
掲
制
度
は
皇
帝
と
内
閣
大
学
士
の
間
に
密
接
な
人
間
関
係
を
作
り
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
で
は
張
%
以
降
に
現
れ
る
厳

嵩
・
張
居
正
と
い
っ
た
よ
り
強
権
的
な
首
輔
政
権
の
も
と
で
密
諭
・
密
掲
制
度
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注�
「
明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
変
容
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
一
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年
）。

�
「
明
代
の
内
閣
│
│
特
に
そ
の
職
掌
と
制
度
及
び
閣
臣
の
出
身
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
一
九
六
一
年
、
三
一
頁
。『
中

国
政
治
制
度
の
研
究
│
│
内
閣
制
度
の
起
源
と
発
展
』
同
朋
舎
、
一
九
六
八
年
、
に
収
録
、
五
〇
九
頁
）。

�
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
史
部
第
五
七
冊
所
収
、
天
津
図
書
館
蔵
万
暦
三
七
年
蒋
光
彦
等
宝
綸
楼
刻
本
。

�

唐
景
紳
・
謝
玉
傑
点
校
『
楊
一
清
集
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
下
冊
所
収
。

�

な
お
本
稿
に
お
い
て
は
嘉
靖
の
年
号
は
す
べ
て
省
略
し
『
世
宗
実
録
』
は
単
に
『
実
録
』
と
略
称
す
る
。

�
『
世
宗
宝
訓
』
巻
六
「
信
任
大
臣
」
六
年
一
一
月
甲
子
。『
実
録
』
は
一
〇
月
甲
子
（
二
〇
日
）
の
こ
と
と
す
る
。

�
「
論
東
閣
掌
誥
勅
奏
対
」『
密
諭
録
』
巻
五
。
前
掲
『
楊
一
清
集
』
下
冊
九
九
一
頁
。

�
「
進
�
遺
疏
」『
太
師
張
文
忠
公
集
』
奏
疏
巻
八
。

�
『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
初
一
〇
日
。

	
『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
一
四
日
。



『
実
録
』
六
年
七
月
庚
寅
（
一
五
日
）。

�
『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
一
五
日
。

�
『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
一
六
日
。


『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
一
六
日
。

�
『
諭
対
録
』
巻
一
、
一
〇
月
一
七
日
。

�
『
実
録
』
六
年
一
〇
月
癸
亥
（
一
九
日
）。

�
『
実
録
』
七
年
七
月
戊
子
（
一
九
日
）。
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�
『
諭
対
録
』
巻
七
、
七
年
六
月
二
六
日
。

�
『
諭
対
録
』
巻
七
、
七
年
六
月
二
八
日
。

�
『
諭
対
録
』
巻
七
、
七
年
七
月
初
二
日
。

�
「
請
宣
諭
内
閣
」『
太
師
張
文
忠
公
集
』
奏
疏
巻
四
。『
実
録
』
七
年
七
月
癸
酉
（
四
日
）
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

�
『
実
録
』
七
年
七
月
癸
酉
（
四
日
）。

�
「
乞
休
致
奏
疏
」『
密
諭
録
』
巻
六
。『
実
録
』
七
年
八
月
甲
子
（
二
五
日
）
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

�

同
上
。

�
『
諭
対
録
』
巻
二
、
六
年
一
一
月
初
一
日
。

�
『
諭
対
録
』
巻
四
、
七
年
二
月
初
六
日
。

�
『
明
史
』
巻
一
二
一
。

 
『
諭
対
録
』
巻
四
、
七
年
二
月
初
六
日
。

!
『
諭
対
録
』
巻
四
、
七
年
二
月
一
一
日
。

"
『
明
史
』
巻
一
六
八
。

│
│
大
学
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研
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科
研
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│
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