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【
要
約
】

中
国
で
は
二
千
年
に
も
わ
た
り
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
政
治
体
制
が
存
続
し
て
い
た
︒
な
か
で
も
中
国
明
代
の
政
治
は
強
大
な
皇
帝
権
力
が
特
徴

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
な
ぜ
皇
帝
政
治
が
存
続
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
強
大
な
皇
帝
権
力
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
人
物
の
思
考
を

理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
明
代
後
期
の
思
想
家
管
志
道
の
思
考
と
当
時
の
政
治
状
況
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
︑
管
志
道
の
奏
議
﹃
奏
疏
稿
﹄
収
録
の
各
序
文
を
用
い
て
万
暦
五
年
に
発
生
し
た
内
閣
首
輔
張
居
正
の
奪
情
問
題
に
お
け
る
管
志
道
の

立
場
と
そ
の
後
の
管
志
道
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
管
志
道
は
張
居
正
奪
情
問
題
に
お
い
て
は
保
身
を
優
先
し
︑
こ
の

政
治
的
体
験
に
よ
っ
て
政
治
主
体
と
し
て
の
士
大
夫
の
責
任
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
い
う
思
想
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

史
林

一
〇
一
巻
三
号

二
〇
一
八
年
五
月

は

じ

め

に

現
代
中
国
の
政
治
体
制
は
専
制
︑
権
威
主
義
︑
中
央
集
権
な
ど
と
評
さ
れ
︑
政
権
を
握
る
中
国
共
産
党
に
政
治
権
力
が
集
中
す
る
︒
こ
の
よ

う
な
中
国
の
政
治
体
制
の
下
地
と
な
っ
た
の
が
︑
二
千
年
も
の
長
き
に
及
ぶ
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
皇
帝
政
治
体
制
で
あ
る
︒
歴
代
の
皇
帝
政
治

の
な
か
で
も
明
代
の
政
治
は
強
大
な
皇
帝
権
力
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
ゆ
え
に
中
国
の
政
治
体
制
の
典
型
と
し
て
明
代
の
皇
帝
政
治
を

と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
過
去
か
ら
現
在
に
及
ぶ
ま
で
の
中
国
政
治
の
大
要
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
明
代
の
皇
帝
政
治
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を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
が
鍵
と
な
っ
て
く
る
︒

従
来
の
明
代
史
研
究
に
お
い
て
は
︑
強
大
な
皇
帝
権
力
を
前
に
し
て
士
大
夫
と
呼
ば
れ
る
官
僚
知
識
人
層
が
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
て
い
っ
た

の
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
︑
明
代
後
期
に
関
し
て
い
え
ば
東
林
党
や
陽
明
学
が
皇
帝
権
力
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て

描
か
れ
て
き
た
︒
小
野
︵
一
九
九
六
︶
は
明
末
の
党
争
を
分
析
し
︑
皇
帝
権
力
を
中
心
と
す
る
中
央
と
士
大
夫
を
中
心
と
す
る
地
方
の
主
導
権

争
い
を
描
き
出
し
た
︒
ま
た
︑
余
英
時
︵
二
〇
〇
四
︶
は
強
権
的
な
皇
帝
政
治
に
失
望
し
た
陽
明
学
の
人
々
が
中
央
政
治
で
は
な
く
民
衆
教
化

に
士
大
夫
と
し
て
の
新
た
な
責
務
を
見
出
し
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
確
か
に
東
林
党
や
陽
明
学
は
明
代
の
政
治
や
思
想
の
展
開
に
お
い
て
一
定
の

影
響
力
を
有
し
て
い
た
が
︑
し
か
し
一
方
で
は
同
時
代
の
士
大
夫
か
ら
彼
ら
の
主
張
が
批
判
を
受
け
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
彼
ら
は

明
代
の
政
治
に
お
け
る
士
大
夫
の
在
り
方
の
一
側
面
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
東
林
党
や
陽
明
学
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
皇
帝
権
力
を
と

ら
え
て
い
た
人
物
も
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
む
し
ろ
明
代
の
皇
帝
政
治
が
人
々
の
思
考
に
何
を
も
た
ら
し
︑
ま
た
な
ぜ
皇
帝
政
治
が
存

続
し
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
皇
帝
権
力
に
対
抗
せ
ず
に
追
従
す
る
よ
う
な
思
考
を
も
っ
て
い
た
士
大
夫
の
主
張
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
こ
で
筆
者
は
明
代
万
暦
年
間
の
士
大
夫
・
管
志
道
︵
一
五
三
六
～
一
六
〇
八
︶
に
注
目
し
た
︒
管
志
道
は
南
直
隷
太
倉
の
人
︑
隆
慶
五
年

︵
一
五
七
一
︶
の
進
士
で
︑
官
僚
と
し
て
は
広
東
按
察
司
僉
事
ま
で
昇
進
し
て
い
る
が
︑
主
に
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
管
志
道
の
思

想
の
特
色
は
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教
合
一
に
あ
る
が
︑
一
方
で
朱
子
学
に
も
陽
明
学
に
も
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
︒
朱
子
学
を
奉

じ
る
顧
憲
成
︵
一
五
五
〇
～
一
六
一
二
︶
や
高
攀
龍
︵
一
五
六
二
～
一
六
二
六
︶
ら
東
林
党
の
人
々
と
性
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
を
繰
り

広
げ
︑
こ
の
論
争
が
東
林
書
院
建
設
の
契
機
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
陽
明
学
の
泰
州
学
派
の
王
艮
︵
一
四
八
三
～
一
五
四
一
︶
・
李
贄
︵
一
五
二
七
～

一
六
〇
二
︶
ら
を
激
し
く
批
判
し
た
︒
管
志
道
の
思
想
に
つ
い
て
は
す
で
に
荒
木
︵
一
九
七
二
︶
︵
一
九
七
九
︶
と
い
う
総
合
的
な
研
究
が
あ
り
︑

ま
た
陽
明
学
の
展
開
の
中
で
管
志
道
に
触
れ
た
鄧
志
峰
︵
二
〇
〇
四
︶
︑
陳
時
龍
︵
二
〇
〇
六
︶
︑
三
教
合
一
思
想
の
展
開
の
中
で
管
志
道
に
注

目
し
た
魏
月
萍
︵
二
〇
一
六
︶
︑
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
︑
管
志
道
の
著
書
﹃
従
先
維
俗
議
﹄
を
全
面
的
に
検
討
し
た

W
eisfog
el︵
二
〇
一

〇
︶
な
ど
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
︒
ま
た
︑
筆
者
は
前
稿
︵
二
〇
一
三
︶
に
お
い
て
︑
管
志
道
の
思
想
の
特
色
は
︑
自
己
の
内
部
に
規
範
を

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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求
め
る
朱
子
学
・
陽
明
学
と
は
異
な
り
︑
洪
武
帝
が
定
め
た
法
と
い
う
自
己
の
外
部
に
規
範
を
求
め
る
点
に
あ
り
︑
管
志
道
の
理
想
は
皇
帝
を

頂
点
と
し
て
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
の
中
だ
け
で
生
き
る
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
そ
し
て
︑
管
志
道
の
理
想
世
界
に
お
け
る
士
大

夫
と
は
︑
朱
子
学
や
陽
明
学
で
理
想
と
さ
れ
る
よ
う
な
主
体
的
に
政
治
を
行
っ
て
い
こ
う
と
す
る
存
在
で
は
な
く
︑
天
子
が
定
め
た
法
に
従
属

的
に
動
く
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

次
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
管
志
道
が
上
記
の
よ
う
な
理
想
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
原
因
・
背
景
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
で
は
管
志
道
の
思
想
形

成
に
つ
い
て
は
︑
明
代
後
期
に
お
け
る
三
教
合
一
の
流
行
か
ら
分
析
を
試
み
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
三
教
合
一
の
流
行
が
管
志
道
の
思
想
形
成

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
一
方
で
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
は
管
志
道
個
人
の
履
歴
か
ら
そ
の
思
想
形
成
を
た
ど

る
と
い
う
作
業
が
軽
視
さ
れ
︑
管
志
道
の
経
歴
に
つ
い
て
︑
自
伝
的
詩
文
﹃
朱
歩
吟
﹄
お
よ
び
墓
誌
銘
︵
焦
竑
﹃
焦
氏
澹
園
続
集
﹄
巻
一
四
﹁
広

東
按
察
司
僉
事
東
溟
管
公
墓
誌
銘
﹂
︶
︑
行
状
︵
銭
謙
益
﹃
牧
斎
初
学
集
﹄
巻
四
九
﹁
湖
広
提
刑
按
察
司
僉
事
晋
階
朝
列
大
夫
管
公
行
状
﹂
︶
と
い
う
管
志
道
の

晩
年
お
よ
び
死
後
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
が
鵜
呑
み
に
さ
れ
て
来
た
︒
思
想
形
成
時
期
の
管
志
道
の
履
歴
を
見
る
た
め
に
は
︑
よ
り
早
い
年
代
に

編
纂
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
荒
木
︵
一
九
七
九
︶
に
よ
れ
ば
︑
管
志
道
は
万
暦
十
六
年
以
前
は
文
章
を
残
す
こ
と
に

消
極
的
だ
っ
た
と
い
う
︒
確
か
に
︑
例
え
ば
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
管
志
道
の
全
集
﹃
管
東
溟
先
生
全
集
﹄
全
六
十
六
冊
の
中
で
︑

万
暦
十
六
年
︵
一
五
八
八
︶
以
前
の
序
を
持
つ
の
は
﹃
奏
疏
稿
﹄
一
冊
の
み
で
あ
る①
︒
﹃
奏
疏
稿
﹄
は
管
志
道
の
上
奏
文
集
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で

思
想
史
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
管
志
道
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
確
か
に
﹃
奏
疏
稿
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る

上
奏
文
か
ら
管
志
道
の
早
期
の
思
想
を
抜
き
出
す
と
し
た
ら
単
純
の
き
ら
い
が
あ
る
が
︑
逆
に
万
暦
十
六
年
以
前
は
文
章
を
残
す
こ
と
に
消
極

的
だ
っ
た
と
さ
れ
る
管
志
道
に
な
ぜ
万
暦
十
六
年
以
前
の
序
を
持
つ
上
奏
文
集
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
切
り
口
か
ら
︑
思
想
家
と
し
て
活
躍

す
る
前
の
管
志
道
の
思
想
形
成
と
立
ち
位
置
を
描
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
管
志
道
﹃
奏
疏
稿
﹄
に
つ
け
ら
れ
た
序
文
を
手
掛
か
り
に
︑
管
志
道
の
思
想
形
成
を
検
討
す
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
﹃
奏

疏
稿
﹄
に
自
序
は
な
い
が
︑
万
暦
十
三
年
︵
一
五
八
五
︶
か
ら
万
暦
十
五
年
︵
一
五
八
七
︶
に
か
け
て
五
人
の
人
物
が
書
い
た
序
文
が
残
っ
て
い
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る
︒
各
序
文
の
中
で
管
志
道
の
事
績
と
し
て
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
万
暦
五
年
︵
一
五
七
七
︶
の
張
居
正
︵
一
五
二
五
～
一
五

八
二
︑
湖
広
江
陵
の
人
︑
嘉
靖
二
十
六
年
進
士
︶
奪
情
問
題
で
あ
る
︒
小
野
︵
一
九
九
六
︶
や
韋
慶
遠
︵
一
九
九
九
︶
︑
呉
震
︵
二
〇
〇
三
︶
が
張

居
正
奪
情
問
題
の
記
述
の
中
で
反
張
居
正
側
の
人
物
と
し
て
管
志
道
を
登
場
さ
せ
る
よ
う
に
︑
管
志
道
は
張
居
正
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
っ
た

と
さ
れ
て
き
た
︒
ゆ
え
に
荒
木
︵
一
九
七
九
︶
は
官
僚
と
し
て
の
管
志
道
に
つ
い
て
︑
権
力
者
を
批
判
し
た
不
屈
の
官
僚
と
し
て
描
き
︑
政
界

か
ら
離
れ
た
後
は
内
面
性
を
高
め
て
独
自
の
思
想
を
形
成
し
た
と
論
じ
た
︒
管
志
道
が
奪
情
問
題
で
張
居
正
批
判
を
行
っ
た
が
ゆ
え
に
政
治
的

に
挫
折
し
︑
政
界
か
ら
距
離
を
置
い
た
と
い
う
荒
木
氏
の
見
解
は
魏
月
萍
︵
二
〇
一
六
︶
と
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
に
も
共
通
す
る
︒
し
か
し
︑

曽
光
正
︵
一
九
九
六
︶
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
管
志
道
と
張
居
正
は
泰
州
学
派
や
私
的
な
書
院
で
の
講
学
活
動
に
否
定
的
で
あ
る
と
い
う
点
で

共
通
し
て
お
り
︑
両
者
は
思
想
的
に
必
ず
し
も
隔
た
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
中
︵
一
九
九
四
︶
や
鄧
志
峰
︵
二
〇
〇
四
︶
が
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
︑
管
志
道
の
周
囲
の
人
物
︑
例
え
ば
学
問
上
の
師
で
あ
る
耿
定
向
︵
一
五
二
四
～
一
五
九
七
︑
湖
広
麻
城
の
人
︑
嘉
靖
三
十
五
年

進
士
︶
や
友
人
で
あ
る
沈
懋
学
︵
一
五
三
九
～
一
五
八
二
︑
南
直
隷
宣
城
の
人
︑
万
暦
五
年
状
元
︶
な
ど
は
張
居
正
奪
情
問
題
で
は
張
居
正
に
追
従
し

た
り
日
和
見
し
た
り
し
て
い
た
︒
管
志
道
が
耿
定
向
や
沈
懋
学
の
立
ち
位
置
と
大
き
く
齟
齬
を
き
た
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
本
稿
で
は

﹃
奏
疏
稿
﹄
の
成
立
過
程
と
そ
こ
に
附
さ
れ
た
序
文
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
張
居
正
奪
情
問
題
に
お
け
る
管
志
道
の
立
ち
位
置
と
張
居

正
没
後
に
﹃
奏
疏
稿
﹄
各
序
文
が
ど
の
よ
う
な
思
惑
の
も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑
管
志
道
の
思
想
形
成
と
政
治
的
立

場
の
関
係
を
論
じ
る
︒

①

管
志
道
の
著
作
に
つ
い
て
は
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
に
解
題
が
あ
る
︒

一

張
居
正
奪
情
問
題
と
管
志
道
の
政
治
人
生

最
初
に
︑
張
居
正
奪
情
問
題
お
よ
び
管
志
道
の
政
治
人
生
の
概
要
を
紹
介
す
る
︒
張
居
正
奪
情
問
題
と
は
︑
万
暦
初
年
の
政
治
を
牛
耳
っ
て

い
た
内
閣
首
輔
張
居
正
が
父
の
喪
に
服
さ
ず
に
職
務
を
続
け
た
こ
と
を
五
人
の
官
僚
が
批
判
し
︑
五
人
が
廷
杖
と
い
う
超
法
規
的
な
杖
刑①
に
処

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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さ
れ
た
こ
と
を
指
す
︒
万
暦
五
年
九
月
︑
張
居
正
の
父
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
北
京
に
届
い
た
︒
父
の
死
に
よ
っ
て
張
居
正
は
本
来
︑

三
年
間
の
喪
に
服
す
た
め
職
務
を
離
れ
て
地
元
に
戻
ら
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
が
︑
官
界
で
は
張
居
正
を
奪
情
す
る
べ
き
だ
と
い
う
声
が
広

が
っ
た
︒
奪
情
と
は
︑
重
要
な
職
務
に
あ
た
っ
て
い
る
者
を
天
子
が
喪
に
服
さ
せ
ず
に
職
務
を
続
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
当
時
十
五
歳
の
神

宗
︵
在
位
：
一
五
七
二
～
一
六
二
〇
︶
は
張
居
正
に
奪
情
を
命
じ
︑
張
居
正
は
内
閣
首
輔
の
座
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
怒
っ
た
翰

林
院
編
修
呉
中
行
︵
一
五
四
〇
～
一
五
九
四
︑
南
直
隷
武
進
の
人
︑
隆
慶
五
年
進
士
︶
︑
翰
林
院
検
討
趙
用
賢
︵
一
五
三
五
～
一
五
九
六
︑
南
直
隷
常
熟
の

人
︑
隆
慶
五
年
進
士
︶
︑
刑
部
員
外
郎
艾
穆
︵
湖
広
平
江
の
人
︑
嘉
靖
三
十
七
年
挙
人
︶
︑
刑
部
主
事
沈
思
孝
︵
一
五
四
二
～
一
六
一
一
︑
浙
江
嘉
興
の
人
︑

隆
慶
二
年
進
士
︶
が
翌
十
月
に
張
居
正
の
奪
情
を
批
判
し
︑
廷
杖
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
四
人
の
廷
杖
に
怒
っ
た
刑
部
観
政
進

士
鄒
元
標
︵
一
五
五
一
～
一
六
二
四
︑
江
西
吉
水
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︶
も
奪
情
批
判
の
上
奏
を
提
出
し
廷
杖
を
受
け
た
︒
廷
杖
後
︑
翰
林
院
の

二
人
は
官
僚
身
分
を
剝
奪
さ
れ
︑
刑
部
の
三
人
は
充
軍
と
な
り
辺
境
に
送
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
奪
情
に
穏
便
に
反
対
し
た
り
︑
五
人
を
庇
っ
た
り

し
た
官
僚
た
ち
も
左
遷
さ
れ
た
り
罷
免
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
︒
万
暦
十
年
︵
一
五
八
二
︶
に
張
居
正
が
亡
く
な
っ
た
後
︑

廷
杖
を
受
け
た
五
人
を
初
め
と
す
る
奪
情
問
題
で
失
脚
し
た
人
々
が
官
界
に
復
帰
し
て
い
く
︒

管
志
道
は
隆
慶
五
年
の
進
士
で
あ
り
︑
初
任
官
は
南
京
兵
部
主
事
で
あ
っ
た
︒
万
暦
二
年
︵
一
五
七
四
︶
︑
父
が
亡
く
な
っ
た
た
め
︑
管
志
道

は
喪
に
服
す
た
め
に
職
務
を
離
れ
る
︒
万
暦
五
年
︑
喪
が
明
け
た
管
志
道
は
復
職
の
た
め
に
上
京
す
る
が
︑
あ
い
に
く
六
部
主
事
の
ポ
ス
ト
が

空
い
て
お
ら
ず
︑
し
ば
ら
く
北
京
で
ポ
ス
ト
が
空
く
の
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
︒
張
居
正
奪
情
問
題
が
起
こ
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
管
志
道
が
北

京
で
ポ
ス
ト
待
ち
を
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
︒
焦
竑
が
執
筆
し
た
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
︑
奪
情
問
題
発
生
後
︑
管
志
道
は
張
居
正
が
座
主②
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
批
判
を
た
め
ら
う
が
︑
沈
懋
学
と
奪
情
批
判
の
上
奏
を
約
束
し
て
い
た
た
め
︑
奪
情
批
判
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
た
と
い
う
︒
銭

謙
益
が
執
筆
し
た
行
状
に
よ
れ
ば
︑
沈
懋
学
・
趙
用
賢
と
と
も
に
奪
情
に
怒
っ
た
管
志
道
は
二
人
が
執
筆
し
た
上
奏
文
に
助
言
を
行
い
︑
ま
た
︑

趙
用
賢
の
廷
杖
後
は
沈
懋
学
に
辞
任
す
る
よ
う
助
言
し
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
万
暦
五
年
十
一
月
に
管
志
道
は
刑
部
主
事
と
な
る
︒

万
暦
六
年
︵
一
五
七
八
︶
二
月
︑
管
志
道
は
神
宗
に
親
政
を
促
す
﹁
為
直
陳
緊
切
重
大
機
務
懇
乞
聖
明
稽
祖
訓
酌
時
宜
博
謀
独
断
以
恢
聖
知
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事③
﹂
︵
以
下
︑
﹁
祖
訓
疏
﹂
︶
を
上
奏
す
る
︒
﹁
祖
訓
疏
﹂
は
①
復
議
政
之
規
︑
②
務
講
筵
之
実
︑
③
闢
進
言
之
路
︑
④
公
銓
擢
之
法
︑
⑤
釐
巡
察

之
弊
︑
⑥
処
宗
室
之
繁
︑
⑦
定
河
漕
之
策
︑
⑧
杜
辺
陲
之
釁
︑
⑨
核
取
士
之
制
と
い
う
九
点
の
提
言
か
ら
構
成
さ
れ
︑
張
居
正
の
政
治
に
対
す

る
批
判
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う④
︒
同
年
九
月
に
管
志
道
は
員
外
郎
に
昇
進
︑
ま
た
十
一
月
に
は
広
東
按
察
司
僉
事
に
な
る
︒
刑
部
員
外
郎
か

ら
広
東
按
察
司
僉
事
と
い
う
の
は
昇
任
人
事
で
あ
る
が
︑
墓
誌
銘
は
こ
の
人
事
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
に
お
い
て
巡
按
御
史
を
批
判
し
た
管
志
道
を
地

方
官
に
す
る
こ
と
で
巡
按
御
史
か
ら
弾
劾
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
張
居
正
が
し
か
け
た
罠
で
あ
る
と
す
る
︒
広
東
に
赴
任
し
た
管
志
道
は
巡

按
御
史
龔
懋
賢
︵
一
五
三
九
～
一
五
九
八
︑
四
川
内
江
の
人
︑
隆
慶
二
年
進
士
︶
と
対
立
し
︑
万
暦
七
年
︵
一
五
七
九
︶
五
月
に
は
降
一
級
処
分
︑
万

暦
八
年
︵
一
五
八
〇
︶
正
月
に
は
塩
課
司
提
挙
に
降
格
さ
せ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
直
後
の
考
察
で
管
志
道
は
﹁
老
疾
﹂
と
し
て
罷
免
さ
れ
る
︒

行
状
に
よ
れ
ば
︑
管
志
道
は
致
仕
を
願
う
上
奏
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
吏
部
尚
書
王
国
光
︵
一
五
一
二
～
一
五
九
四
︑
山
西
陽
城
の
人
︑

嘉
靖
二
十
三
年
進
士
︶
が
管
志
道
の
上
奏
を
握
り
つ
ぶ
し
た
と
い
う
︒

張
居
正
の
死
後
︑
何
度
か
官
界
復
帰
の
推
薦
を
受
け
た
管
志
道
は
︑
万
暦
十
四
年
︵
一
五
八
六
︶
二
月
に
広
東
按
察
司
僉
事
と
し
て
致
仕
と

い
う
待
遇
の
変
更
を
受
け
る
︒
そ
の
後
︑
万
暦
十
九
年
︵
一
五
九
一
︶
に
尚
宝
司
丞
周
弘
禴
︵
湖
広
麻
城
の
人
︑
万
暦
二
年
進
士
︶
が
管
志
道
を
辺

境
対
策
の
人
材
と
し
て
推
薦
し
︑
管
志
道
は
湖
広
按
察
司
僉
事
靖
州
天
柱
兵
備
道
に
任
命
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
管
志
道
は
万
暦
二
十
年
︵
一
五

九
二
︶
に
赴
任
途
中
の
江
西
湖
口
で
致
仕
を
願
い
︑
回
籍
聴
用
と
な
る
︒
以
後
︑
万
暦
二
十
一
年
︵
一
五
九
三
︶
に
﹃
周
易
六
龍
解
﹄
を
発
表
し

た
管
志
道
は
︑
蘇
州
を
拠
点
と
し
て
在
野
で
言
論
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
︒

①

廷
杖
に
つ
い
て
は
岩
井
︵
二
〇
一
一
︶
参
照
︒

②

座
主
と
は
科
挙
を
受
け
た
時
の
試
験
官
を
指
し
︑
試
験
官
と
受
験
生
は
師
弟
関

係
を
結
ぶ
︒

③

﹃
奏
疏
稿
﹄
巻
一
収
録
︒
こ
の
上
奏
文
は
﹃
万
暦
疏
鈔
﹄
や
﹃
皇
明
経
世
文

編
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
万
暦
疏
鈔
﹄
巻
二
﹁
乞
稽
祖
訓
酌
時
宜
以
恢
聖

治
疏
﹂
︑
﹃
皇
明
経
世
文
編
﹄
巻
三
九
九
﹁
直
陳
緊
切
重
大
機
務
疏
﹂
参
照
︒
﹃
神

宗
実
録
﹄
巻
七
三
︑
万
暦
六
年
三
月
壬
子
朔
条
に
も
①
復
議
政
之
規
︑
②
務
講
筵

之
実
︑
③
闢
進
言
之
路
︑
④
公
銓
擢
之
法
︑
⑥
処
宗
室
之
繁
︑
⑦
定
河
漕
之
策
︑

⑧
杜
辺
陲
之
釁
︑
の
七
項
目
の
要
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

④

神
宗
の
指
示
お
よ
び
覆
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
管
志
道
﹃
奏
疏
稿
﹄
巻
一
︑

﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
七
三
︑
万
暦
六
年
三
月
乙
亥
条
を
参
照
︒
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二

管
志
道
﹃
奏
疏
稿
﹄
序
文
の
奪
情
劇

(
一
)

管
志
道
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
構
成
と
序
文

管
志
道
が
張
居
正
批
判
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
﹁
祖
訓
疏
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
﹃
奏
疏
稿
﹄
で
あ
る
︒
管
見
の
及
ぶ
限
り
︑
﹃
奏
疏
稿
﹄

は
現
在
︑
尊
経
閣
文
庫
︑
国
立
公
文
書
館
︵
内
閣
文
庫
︶
︑
中
国
国
家
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
︒
尊
経
閣
文
庫
が
所
蔵
し
て
い
る
版
本
は
管
志

道
の
全
集
﹃
管
東
溟
先
生
文
集
﹄
中
の
一
冊
で
あ
る
︒
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
版
本
は
﹃
周
易
六
龍
解
﹄
と
一
緒
に
綴
じ
ら
れ
て
い

る
︒
中
国
国
家
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
版
本
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
閲
覧
で
き
る
︒
ど
の
版
本
も
本
文
部
分
は
左
右
双
辺
︑
上
黒
魚
尾
︑

半
葉
十
行
︑
一
行
十
九
字
︑
二
字
抬
頭
で
あ
り
︑
収
録
さ
れ
て
い
る
本
文
に
違
い
は
な
い
︒

ま
ず
︑
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
構
成
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒

序
文
︵
後
述
︶

病
疏
附
︵
万
暦
七
年
八
月
二
十
九
日
︶

巻
一

﹁
為
直
陳
緊
切
重
大
機
務
懇
乞
聖
明
稽
祖
訓
酌
時
宜
博
謀
独
断
以
恢
聖
知
事
﹂
︵
万
暦
六
年
二
月
二
十
六
日
︶

巻
二

﹁
為
遵
勅
諭
申
憲
綱
以
正
風
紀
事
﹂
︵
万
暦
六
年
十
二
月
十
六
日
︶

巻
三

﹁
為
再
陳
風
紀
未
尽
事
﹂
︵
万
暦
七
年
六
月
二
十
一
日
︶

巻
四

万
暦
十
八
年
尚
宝
司
丞
周
弘
禴
の
管
志
道
推
薦
の
上
奏
・
覆
奏

巻
五

万
暦
二
十
年
の
管
志
道
の
致
仕
関
連
の
上
奏
・
覆
奏

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
︑
巻
三
以
前
は
上
奏
文
一
本
で
一
巻
が
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
︑
巻
四
・
五
は
複
数
の
人
物
・
機
関
の
上
奏
文
か
ら

構
成
さ
れ
る
︒
特
に
巻
四
に
は
管
志
道
の
文
章
は
全
く
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
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次
に
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
序
文
で
あ
る
が
︑
各
版
本
に
よ
っ
て
収
録
内
容
が
異
な
る
︒
も
っ
と
も
多
く
の
序
文
を
収
録
し
て
い
る
の
は
尊
経
閣
文

庫
所
蔵
本
で
あ
り
︑
左
記
の
通
り
で
あ
る
︒

馮
時
可

﹁
管
東
溟
先
生
刑
曹
疏
議
序①
﹂
︵
万
暦
十
三
年
三
月
朔
日
︶
︵
以
下
︑
馮
時
可
﹁
序
﹂
︶

馮
時
可

﹁
跋②
﹂
︵
万
暦
十
四
年
三
月
八
日
︶

王
世
貞

﹁
管
比
部
奏
疏
序③
﹂
︵
年
月
不
明
︶
︵
以
下
︑
王
世
貞
﹁
序
﹂
︶

張
鼎
思④

﹁
題
管
観
察
疏
議
綴
言
簡
端
﹂
︵
万
暦
十
五
年
十
月
︶
︵
以
下
︑
張
鼎
思
﹁
題
﹂
︶

夏
道
初⑤

﹁
題
管
東
溟
先
生
疏
草
後
﹂
︵
万
暦
十
五
年
十
一
月
︶

張
浩⑥

﹁
万
言
書
草
綴
言
﹂
︵
万
暦
十
五
年
九
月
︶
︵
以
下
︑
﹁
綴
言
﹂
︶

張
浩

﹁
補
綴
﹂
︵
万
暦
十
五
年
十
月
朔
日
︶

一
方
︑
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
本
に
は
序
文
は
な
く
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
本
は
王
世
貞
の
序
文
の
み
収
録
す
る
︒

以
上
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
構
成
と
序
文
の
年
月
か
ら
︑
管
志
道
の
全
著
作
の
解
題
を
作
成
し
た
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
は
巻
一
～
三
は
万
暦
十

五
年
に
刊
行
さ
れ
︑
現
在
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
は
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
行
状
に
管
志
道
の
著
作
と
し
て
﹁
刑
曹
疏

議
四
巻
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
︑
た
だ
そ
の
内
容
構
成
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
呉
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
現

行
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
成
立
以
前
に
︑
万
暦
十
五
年
に
上
奏
文
三
本
を
収
録
し
た
奏
議
が
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
上
記
の
各
序
文

で
奏
議
の
刊
行
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
な
く
︑
万
暦
十
五
年
に
奏
議
が
刊
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
決
め
手
に
か
け
る
部
分
が
あ
る
︒

そ
こ
で
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
成
立
を
再
検
討
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
す
る
︒
馮
時
可
﹁
序
﹂
と
王
世
貞

﹁
序
﹂
の
タ
イ
ト
ル
に
は
﹁
刑
曹
﹂
・
﹁
比
部
﹂
と
あ
る
の
に
対
し
︑
張
鼎
思
﹁
題
﹂
の
タ
イ
ト
ル
に
は
﹁
観
察
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
差
異
に
つ
い

て
は
︑
執
筆
時
期
が
万
暦
十
四
年
二
月
の
広
東
按
察
司
僉
事
の
肩
書
の
復
活
以
前
か
以
後
か
の
違
い
に
由
来
す
る
と
推
測
で
き
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
年
月
不
明
の
王
世
貞
﹁
序
﹂
は
万
暦
十
四
年
二
月
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
綴
言
﹂
の
﹁
万
言
書
﹂
と
い
う
の
は
﹁
祖
訓
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疏
﹂
の
こ
と
で
あ
る⑦
︒
さ
ら
に
︑
各
序
文
の
内
容
面
を
見
る
と
︑
馮
時
可
﹁
序
﹂
と
王
世
貞
﹁
序
﹂
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
に
つ
い
て
の
言
及
し
か
行

っ
て
い
な
い
︒
一
方
︑
張
鼎
思
﹁
題
﹂
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
だ
け
で
は
な
く
按
察
司
僉
事
時
代
の
上
奏
に
も
言
及
す
る
と
と
も
に
︑
タ
イ
ト
ル
か
ら

明
ら
か
に
﹁
綴
言
﹂
を
見
て
書
い
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
万
暦
十
三
～
十
四
年
に
馮
時
可
・
王
世
貞
が
﹁
祖
訓
疏
﹂
を
見
て
︑
万
暦
十
五
年
に
張

鼎
思
が
﹃
奏
疏
稿
﹄
巻
一
～
三
収
録
の
上
奏
文
お
よ
び
﹁
綴
言
﹂
を
見
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
序
文
を
執
筆
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑

そ
れ
が
刊
行
を
意
味
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る⑧
︒
万
暦
十
三
～
十
五
年
に
管
志
道
も
し
く
は
管
志
道
の
周
囲
が
蘇
松
地
方
に
在
住
し

て
い
た
有
名
文
人⑨
に
管
志
道
の
上
奏
文
を
見
せ
て
序
文
を
執
筆
し
て
も
ら
っ
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑
管
志
道
の
没
後
に
行
状
が

書
か
れ
た
の
は
崇
禎
元
年
︵
一
六
二
八
︶
で
あ
る
︒
ま
た
︑
清
代
の
黄
虞
稷
﹃
千
頃
堂
書
目
﹄
巻
五
に
は
﹁
管
志
道
比
部
奏
議
四
巻
︵
一
作
刑
曹

政
議
五
巻
︶
﹂
と
あ
る
︒
崇
禎
元
年
時
点
で
は
現
行
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
よ
う
な
五
巻
本
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
︑
清
代
に
な
る
と
五
巻
本
も
存
在

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
以
上
の
事
象
を
整
理
す
れ
ば
︑﹃
奏
疏
稿
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
万
暦
十
三
～
十
四
年
に
馮
時
可
・
王
世
貞
が
﹁
祖

訓
疏
﹂
を
見
て
序
文
を
執
筆
↓
万
暦
十
五
年
に
張
鼎
思
が
現
行
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
巻
一
～
三
収
録
の
上
奏
文
お
よ
び
﹁
綴
言
﹂
を
見
て
序
文
を
執

筆
↓
四
巻
本
と
し
て
管
志
道
の
奏
議
が
編
纂
さ
れ
る
︵
崇
禎
元
年
以
前
︶
↓
五
巻
本
︵
現
行
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
︶
が
編
纂
さ
れ
る
と
い
う
順
番
で
あ
ろ
う
︒

(
二
)

張
浩
﹁
万
言
書
草
綴
言
﹂
の
奪
情
劇

現
行
の
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
序
文
の
中
で
︑
馮
時
可
は
万
暦
十
三
年
に
序
文
を
執
筆
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
翌
年
に
も
跋
文
を
執
筆
し
て
い
る
︒

な
ぜ
馮
時
可
は
二
度
も
管
志
道
の
上
奏
文
の
序
文
を
執
筆
し
た
の
か
︒
そ
れ
に
関
し
て
馮
時
可
は
﹁
跋
﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

わ
た
し
は
去
年
︑
管
志
道
の
疏
草
に
序
文
を
書
い
た
が
︑
彼
と
趙
用
賢
の
や
り
取
り
し
か
知
ら
な
か
っ
た
︒
最
近
︑
彼
が
張
居
正
と
対
立
し
た
詳
細
を
知

っ
て
︑
そ
れ
を
し
っ
か
り
書
か
な
か
っ
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
る⑩
︒
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馮
時
可
﹁
序
﹂
で
は
︑
奪
情
問
題
の
描
写
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

万
暦
五
年
冬
︑
わ
た
し
は
兵
部
に
い
た
が
病
床
に
あ
っ
た
︒
そ
の
時
︑
趙
用
賢
た
ち
は
故
内
閣
大
学
士
張
居
正
が
喪
に
服
さ
な
い
こ
と
を
批
判
し
︑
廷
杖

を
受
け
て
流
さ
れ
た
︒
同
僚
が
家
に
や
っ
て
来
て
そ
の
事
件
に
つ
い
て
語
り
︑
ま
た
﹁
管
君
も
上
奏
し
て
攻
撃
し
ま
し
た
﹂
と
言
っ
た
︒
わ
た
し
は
驚
い

て
﹁
本
当
で
す
か
︒
管
君
は
ポ
ス
ト
待
ち
で
ま
だ
職
を
得
て
い
な
い
で
す
よ
︒
ほ
か
の
人
は
と
も
か
く
︑
彼
が
し
ま
す
か
ね
﹂
と
言
っ
た
︒
数
日
後
︑
ま

た
同
僚
が
や
っ
て
来
て
︑
﹁
確
か
に
管
君
は
上
奏
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
た
だ
管
君
は
い
つ
も
趙
用
賢
の
家
に
出
入
り
し
て
一
緒
に
激
怒
し
て
い
て
︑
趙

用
賢
が
批
判
の
上
奏
を
す
る
と
︑
前
後
し
て
﹁
親
友
の
た
め
に
宰
相
に
さ
か
ら
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
宰
相
の
た
め
に
親
友
を
疎
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
張
居
正
は
︵
管
志
道
を
︶
恨
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
﹂
と
言
っ
た⑪
︒

上
記
の
﹁
序
﹂
の
奪
情
問
題
描
写
に
は
不
足
が
あ
っ
た
た
め
に
馮
時
可
は
補
足
と
し
て
﹁
跋
﹂
を
書
い
た
と
い
う
︒

で
は
︑
当
時
の
管
志
道
自
身
の
奪
情
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
張
浩
﹁
綴

言
﹂
で
あ
る
︒
﹁
綴
言
﹂
に
出
て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑
例
え
ば
廷
杖
の
前
日
に
管
志
道
の
母
が
隕
石
落
下
の
幻
聴
を
聞
い
た
︑
張
居
正
と
盟
友

関
係
に
あ
っ
た
宦
官
馮
保
が
﹁
祖
訓
疏
﹂
を
読
ん
で
廷
杖
を
後
悔
し
た
︑
と
い
う
話
は
︑
管
志
道
が
自
ら
の
母
の
壙
記
に
書
い
た
内
容
と
一
致

し
て
い
る⑫
︒
﹁
綴
言
﹂
は
弟
子
に
よ
る
師
匠
の
顕
彰
と
い
う
よ
り
︑
管
志
道
の
奪
情
問
題
の
認
識
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
﹁
綴

言
﹂
は
内
容
面
か
ら
︑
執
筆
動
機
︑
奪
情
問
題
︑
﹁
祖
訓
疏
﹂
の
提
出
︑
管
志
道
の
政
界
に
お
け
る
挫
折
︑
管
志
道
の
現
状
と
い
う
五
つ
の
部

分
に
分
け
ら
れ
る
︒
本
節
に
お
い
て
は
執
筆
動
機
と
奪
情
問
題
の
部
分
を
紹
介
す
る
︒

ま
ず
︑
執
筆
動
機
に
つ
い
て
︒
張
浩
は
南
直
隷
常
熟
の
人
で
あ
り
︑
廷
杖
を
受
け
た
趙
用
賢
と
は
同
郷
で
あ
る
︒
張
浩
は
奪
情
問
題
当
時
︑

ま
だ
管
志
道
に
会
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
︑
管
志
道
が
張
居
正
を
批
判
し
た
と
い
う
噂
を
聞
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
︒
後
に
管
志
道
に
師

事
す
る
こ
と
に
な
り
︑
万
暦
五
年
の
奪
情
問
題
の
話
を
暇
な
と
き
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
︒
管
志
道
か
ら
聞
い
た
話
は
﹃
星
変
志
﹄
︵
後
述
︶
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や
﹃
江
陵
遺
事
﹄
︵
未
詳⑬
︶
な
ど
の
野
史
に
不
記
載
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
︒

次
に
奪
情
問
題
の
描
写
に
関
し
て
は
︑
以
下
に
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
た
︒

張
居
正
は
地
位
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
︑
錦
衣
衛
の
徐
爵
を
通
じ
て
馮
保
に
賄
賂
を
贈
り
︑
神
宗
に
奪
情
す
る
よ
う
要
請
さ
せ
た
︒
当
時
︑

管
志
道
は
ポ
ス
ト
待
ち
で
北
京
に
い
た
︒
あ
る
晩
︑
同
年
の
家
で
宴
会
が
開
か
れ
︑
一
同
は
張
居
正
の
悪
口
で
盛
り
上
が
っ
た
︒
趙
用
賢
が

憤
っ
て
﹁
張
居
正
は
ず
っ
と
君
主
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
が
︑
今
回
は
父
ま
で
も
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
︒
黙
っ
て
い
ら
れ
る
か
﹂

と
声
を
荒
げ
た
︒
管
志
道
は
な
だ
め
役
と
な
っ
て
い
た
が
︑
一
同
は
管
志
道
も
何
か
関
係
し
て
い
そ
う
だ
と
勘
付
い
た
︒
実
は
︑
趙
用
賢
は

事
前
に
奪
情
批
判
に
つ
い
て
管
志
道
に
相
談
し
て
お
り
︑
管
志
道
は
趙
用
賢
に
﹁
座
主
を
批
判
す
る
の
は
人
情
と
し
て
ど
う
か
︒
も
う
少
し

待
と
う
﹂
と
助
言
を
し
て
い
た
︒
次
の
日
︑
沈
懋
学
が
奪
情
批
判
の
相
談
に
や
っ
て
来
て
︑
管
志
道
は
﹁
大
事
だ
か
ら
慌
て
る
な
﹂
と
助
言

し
た
︒
ま
た
次
の
日
︑
試
御
史
涂
杰
︵
江
西
新
建
の
人
︑
隆
慶
五
年
進
士
︶
も
相
談
に
や
っ
て
来
て
︑
管
志
道
は
﹁
早
く
言
わ
な
い
と
別
衙
門

に
先
を
越
さ
れ
︑
言
官
と
し
て
恥
だ
ろ
う
﹂
と
助
言
し
た
︒
涂
杰
は
そ
こ
で
鄭
鋭
︵
南
直
隷
涇
県
の
人
︑
隆
慶
五
年
進
士
︶
と
一
緒
に
張
居
正

批
判
の
上
奏
を
行
お
う
と
し
た⑭
が
︑
年
老
い
た
親
が
い
る
の
で
断
念
し
た
︒
一
方
︑
沈
懋
学
が
趙
用
賢
の
も
と
に
相
談
し
に
行
く
と
︑
呉
中

行
が
や
っ
て
来
て
︑
﹁
三
人
一
緒
に
死
ぬ
の
は
国
辱
だ
︒
あ
な
た
は
我
々
二
人
を
優
先
し
て
︑
後
で
が
ん
ば
り
な
さ
い
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
こ

で
沈
懋
学
は
奪
情
批
判
の
上
奏
文
を
執
筆
し
︑
管
志
道
に
見
せ
た
︒

趙
用
賢
・
呉
中
行
の
奪
情
批
判
の
上
奏
文
が
提
出
さ
れ
︑
刑
部
の
艾
穆
・
沈
思
孝
も
続
い
た
︒
た
ま
た
ま
暫
定
的
に
刑
罰
が
停
止
さ
れ
て

い
た⑮
が
︑
管
志
道
は
廷
杖
を
予
感
し
た
︒
詹
事
王
錫
爵
︵
一
五
三
四
～
一
六
一
四
︑
南
直
隷
太
倉
の
人
︑
嘉
靖
四
十
一
年
探
花
︶
は
張
居
正
の
行
動

を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
管
志
道
は
王
錫
爵
に
手
紙
を
送
っ
て
申
時
行
︵
一
五
三
五
～
一
六
一
四
︑
南
直
隷
長
洲
の
人
︑
嘉
靖
四
十
一
年
状
元
︑

当
時
は
礼
部
右
侍
郎
︶
と
一
緒
に
趙
用
賢
ら
を
助
け
る
よ
う
助
言
し
︑
王
錫
爵
は
翰
林
院
の
部
下
を
率
い
て
張
居
正
に
懇
願
し
た
が
︑
張
居
正

は
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
四
人
が
廷
杖
さ
れ
る
と
︑
王
錫
爵
の
名
声
は
高
ま
っ
た
︒
続
い
て
鄒
元
標
が
奪
情
批
判
の
上
奏
を
行
い
︑
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同
じ
く
廷
杖
さ
れ
た
が
言
辞
は
一
番
激
烈
で
あ
っ
た
︒
趙
用
賢
・
呉
中
行
が
廷
杖
を
受
け
よ
う
と
し
た
時
︑
沈
懋
学
は
呉
中
行
・
趙
用
賢
と

の
上
奏
の
約
束
を
果
た
す
た
め
︑
自
身
の
上
奏
文
を
提
出
し
よ
う
と
持
参
し
た
と
こ
ろ
︑
同
郷
の
座
主
に
持
ち
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で

管
志
道
は
手
紙
を
書
い
て
﹁
早
く
辞
任
し
て
二
人
に
謝
り
な
さ
い
﹂
と
助
言
し
︑
沈
懋
学
は
辞
任
し
て
地
元
に
戻
り
︑
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
︒

廷
杖
の
前
日
︑
管
志
道
の
母
は
寝
付
け
ず
に
い
た
︒
深
夜
に
隕
石
が
屋
根
に
落
ち
た
音
を
聞
い
た
が
︑
朝
に
な
っ
て
み
る
と
何
も
な
か
っ

た
︒
母
か
ら
こ
の
で
き
ご
と
を
告
げ
ら
れ
た
管
志
道
は
動
揺
し
た
︒
ま
た
︑
管
志
道
に
上
奏
を
勧
め
る
人
が
い
た
︒
管
志
道
は
﹁
わ
た
し
に

は
官
守
が
な
い
し
︑
わ
た
し
に
は
言
論
の
責
任
は
な
い
︒
来
年
の
大
婚
後
に
天
子
が
万
機
を
総
攬
す
る
よ
う
勧
め
る
者
が
必
要
だ
が
︑
六
科

給
事
中
と
監
察
御
史
が
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
の
で
︑
わ
た
し
に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
答
え
た
︒
管
志
道
は
張
居
正
を
弾
劾
し
な
か
っ
た
が
︑
趙

用
賢
ら
が
災
難
を
受
け
た
中
で
周
弘
禴⑯

・
陶
允
宜
︵
浙
江
会
稽
の
人
︑
万
暦
二
年
進
士⑰
︶
・
甘
雨
︵
江
西
永
新
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士⑱
︶
・
朱
維
京

︵
一
五
四
九
～
一
五
九
五
︑
江
西
万
安
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士⑲
︶
・
曽
乾
亨
︵
江
西
吉
水
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︶
ら
と
一
緒
に
支
援
活
動
を
行
っ
て

い
た
た
め
︑
張
居
正
の
手
下
に
監
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
沈
懋
学
を
唆
し
た
の
は
管
志
道
で
︑
甘
雨
の
趙
用
賢
・
呉
中
行
を
弁

護
す
る
上
奏
を
代
筆
し
た
の
も
管
志
道
だ
と
張
居
正
に
告
発
す
る
者
が
い
た
た
め
︑
張
居
正
は
管
志
道
を
特
に
憾
む
よ
う
に
な
っ
た⑳
︒

﹁
綴
言
﹂
の
中
で
は
︑
管
志
道
は
奪
情
に
批
判
的
な
人
々
の
相
談
役
を
務
め
︑
さ
ら
に
は
奪
情
問
題
で
名
声
を
高
め
た
同
郷
の
王
錫
爵
の
行

動
は
実
は
管
志
道
に
動
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

(
三
)

管
志
道
の
立
場

我
無
官
守
︑
我
無
言
責

上
記
の
よ
う
な
奪
情
問
題
の
描
写
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
︑
む
し
ろ
さ
な
が
ら
小
説
の
よ
う
で
あ
り
︑
信
憑
性
は
高
く
な

い
︒
し
か
し
︑
﹁
綴
言
﹂
の
描
写
か
ら
は
万
暦
十
五
年
前
後
の
管
志
道
が
奪
情
問
題
中
に
お
け
る
自
己
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
よ
う

と
し
て
い
た
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
﹁
綴
言
﹂
の
中
に
は
奪
情
問
題
で
廷
杖
を
受
け
て
名
を
あ
げ
た
趙
用
賢
・
呉
中
行
︑
二

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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人
を
助
け
よ
う
と
し
て
名
を
あ
げ
た
王
錫
爵
だ
け
で
は
な
く
︑
沈
懋
学
や
涂
杰
・
鄭
鋭
と
い
っ
た
奪
情
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
批
判
で
き
な
か

っ
た
人
物
が
登
場
す
る
︒
涂
杰
・
鄭
鋭
は
年
老
い
た
親
の
存
在
の
た
め
に
上
奏
を
諦
め
た㉑
︒
趙
用
賢
・
呉
中
行
と
の
約
束
を
果
た
せ
な
か
っ
た

沈
懋
学
は
官
界
を
去
っ
て
ま
も
な
く
亡
く
な
る
︒
﹁
綴
言
﹂
中
で
は
廷
杖
を
受
け
た
趙
用
賢
ら
と
同
列
に
沈
懋
学
や
涂
杰
ら
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
奪
情
批
判
を
行
い
え
な
か
っ
た
登
場
人
物
た
ち
は
管
志
道
の
立
場
を
映
す
鏡
で
あ
っ
た
︒
後
年
︑
呉
中
行
へ
の
祭
文
に
お
い
て
管
志

道
は
﹁
時
の
同
志
た
ち
は
︑
き
み
︵
呉
中
行
︶
と
趙
用
賢
が
ま
っ
す
ぐ
で
か
し
こ
い
の
を
称
賛
し
︑
沈
懋
学
と
わ
た
し
が
迂
闊
で
ば
か
な
の
を

嘲
笑
し
て
い
た㉒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
綴
言
﹂
中
に
は
管
志
道
の
母
も
登
場
し
︑
涂
杰
ら
が
老
親
の
存
在
で
批
判
を
諦
め
た
こ
と
と
の

関
連
を
匂
わ
せ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
祖
訓
疏
﹂
提
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
︑
神
宗
の
大
婚
の
直
後
︑
張
居
正
の
一
時
帰
郷
の
直
前
と
い
う
非
常

に
あ
わ
た
だ
し
い
時
期
だ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
管
志
道
も
師
で
あ
る
耿
定
向
や
友
で
あ
る
沈
懋
学
と
同
様
に
︑
張
居
正
奪
情
問
題
に
お
い
て
保
身

を
優
先
し
た
の
で
あ
る
︒

管
志
道
の
た
め
に
弁
護
す
る
と
す
れ
ば
︑
奪
情
批
判
を
で
き
な
い
理
由
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
︒
ま
ず
︑
馮
時
可
﹁
序
﹂
に
あ
る
よ
う
に
︑
管

志
道
は
職
務
復
帰
の
た
め
に
ポ
ス
ト
の
空
き
待
ち
の
状
態
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
﹁
綴
言
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
当
時
は
管
志
道
の
母
が

息
子
の
身
を
案
じ
て
不
安
定
な
心
情
に
あ
っ
た
︒
し
か
も
張
居
正
は
管
志
道
の
座
主
で
あ
り
恩
義
も
あ
る
︒
確
か
に
こ
れ
ら
の
理
由
が
あ
れ
ば
︑

内
閣
首
輔
批
判
を
行
っ
て
政
治
人
生
ど
こ
ろ
か
生
命
の
危
険
を
冒
す㉓
こ
と
を
避
け
る
の
も
や
む
を
え
な
い
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
管
志
道
は
奪
情
問
題
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︒
管
志
道
は
奪
情
批
判
の
翰
林
官
た
ち
や
刑
部
の
官
僚
た
ち
と
浅
か
ら
ぬ

因
縁
を
持
っ
て
い
た
︒
当
時
の
管
志
道
は
呉
中
行
と
は
そ
れ
ほ
ど
親
し
く
な
か
っ
た
が㉔
︑
沈
懋
学
・
趙
用
賢
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
仲
で
あ

っ
た
︒
趙
用
賢
・
呉
中
行
と
上
奏
を
約
束
し
な
が
ら
果
た
さ
な
か
っ
た
沈
懋
学
と
は
︑
進
士
及
第
以
前
か
ら
の
付
き
合
い
が
あ
っ
た
︒
嘉
靖
四

十
三
年
︵
一
五
六
四
︶
︑
郷
試
に
落
第
し
た
管
志
道
は
師
匠
で
あ
る
南
直
隷
提
学
耿
定
向
に
命
じ
ら
れ
て
他
の
落
第
答
案
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
︒

そ
の
時
に
沈
懋
学
の
答
案
を
読
ん
で
感
動
し
︑
耿
定
向
に
請
願
し
て
沈
懋
学
を
南
京
に
呼
び
寄
せ
︑
一
緒
に
勉
学
に
励
む
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ

の
後
︑
奪
情
問
題
が
起
こ
る
前
後
に
は
︑
沈
懋
学
と
管
志
道
は
北
京
で
近
所
に
住
み
︑
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
と
い
う㉕
︒
ま
た
︑
実
際
に
奪
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情
批
判
を
行
っ
て
廷
杖
を
受
け
た
趙
用
賢
と
は
単
に
同
年
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
管
志
道
が
ポ
ス
ト
待
ち
で
北
京
に
待
機
し
て
い
る
間
に
︑

趙
用
賢
は
自
ら
の
子
弟
を
管
志
道
に
師
事
さ
せ
て
い
た㉖
︒
い
わ
ば
︑
無
職
の
管
志
道
を
塾
講
師
と
し
て
雇
用
し
て
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ゆ

え
に
趙
用
賢
・
呉
中
行
が
廷
杖
さ
れ
た
時
︑
管
志
道
の
母
は
﹁
同
年
の
趙
さ
ん
は
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
︒
父
母
に
授
け
ら
れ
た
肉
体
に
叩
か
れ

る
痛
み
を
受
け
て
︑
生
死
す
ら
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
﹂
と
趙
用
賢
だ
け
を
名
指
し
で
同
情
し
て
い
た
と
い
う㉗
︒

さ
ら
に
管
志
道
は
万
暦
五
年
十
一
月
に
刑
部
主
事
の
ポ
ス
ト
を
得
る
が
︑
そ
れ
は
艾
穆
・
沈
思
孝
が
廷
杖
さ
れ
て
官
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
︑

刑
部
の
ポ
ス
ト
に
空
き
が
出
た
た
め
で
あ
る㉘
︒
奪
情
批
判
者
と
深
く
交
際
し
て
い
た
管
志
道
が
奪
情
批
判
者
の
官
界
追
放
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
を

得
る
と
い
う
皮
肉
な
人
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
廷
杖
を
受
け
た
刑
部
観
政
進
士
の
鄒
元
標
と
は
少
な
く
と
も
こ
の
年
の
八
月
に
有

名
な
陽
明
学
者
羅
汝
芳
︵
一
五
一
五
～
一
五
八
八
︑
江
西
南
城
の
人
︑
嘉
靖
三
十
二
年
進
士㉙
︶
が
開
催
し
た
講
会
で
同
席
し
て
い
る㉚
︒
管
志
道
は
刑
部

の
奪
情
批
判
者
と
も
無
関
係
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
奪
情
問
題
︑
と
り
わ
け
奪
情
批
判
の
人
士
た
ち
と
関
係
の
あ
っ
た
管
志
道
に
対
し
て
︑
奪
情
批
判
の
実
行
を
勧
め
る
人
物
が
い

た
こ
と
を
﹁
綴
言
﹂
は
述
べ
て
い
る
︒
﹁
綴
言
﹂
で
は
名
前
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
れ
は
﹁
綴
言
﹂
に
お
い
て
管
志
道
と
共
に
廷
杖
さ

れ
た
人
々
の
後
方
支
援
に
あ
た
っ
た
一
人
で
あ
る
曽
乾
亨
の
こ
と
で
あ
る㉛
︒
し
か
し
︑
友
人
で
あ
る
曽
乾
亨
の
勧
め
に
対
し
て
管
志
道
は
﹁
わ

た
し
に
は
官
守
が
な
い
し
︑
わ
た
し
に
は
言
論
の
責
任
は
な
い㉜
﹂
と
断
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
保
身
の
極
致
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
が
︑
そ
の
一

方
で
万
暦
二
十
年
代
以
降
︑
言
論
活
動
を
活
発
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
の
管
志
道
の
ス
タ
ン
ス
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
︒
前
稿
で
論
じ

た
よ
う
に
︑
後
年
の
管
志
道
は
政
治
に
お
け
る
言
論
活
動
は
科
道
官
︵
六
科
給
事
中
・
監
察
御
史
︶
だ
け
が
担
え
ば
よ
く
︑
し
か
も
科
道
官
も
言

論
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹃
言
責
要
覧㉝
﹄
に
挙
げ
ら
れ
た
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
だ
け
言
論
活
動
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
管

志
道
は
刑
部
主
事
時
代
や
広
東
按
察
司
僉
事
時
代
に
身
の
程
を
わ
き
ま
え
な
い
言
論
を
し
た
こ
と
に
懺
悔
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
た㉞
︒
思
想
上

の
論
敵
で
あ
る
東
林
党
が
誰
も
が
言
責
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
に
対
し
︑
管
志
道
が
科
道
官
以
外
の
言
責
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の

は
︑
奪
情
問
題
に
お
い
て
奪
情
批
判
の
人
士
と
深
い
関
係
を
持
ち
な
が
ら
も
保
身
を
優
先
し
た
と
い
う
管
志
道
の
個
人
的
な
政
治
体
験
に
強
く
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裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

馮
時
可
﹃
馮
元
成
選
集
﹄
巻
一
三
﹁
管
登
之
刑
曹
疏
議
序
﹂
に
同
文
が
収
録
さ

れ
て
い
る
︒
馮
時
可
は
南
直
隷
華
亭
の
人
︑
隆
慶
五
年
進
士
︒

②

馮
時
可
﹃
馮
元
成
選
集
﹄
巻
三
一
﹁
管
東
溟
草
跋
﹂
に
同
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

③

王
世
貞
﹃
弇
州
山
人
続
稿
﹄
巻
五
三
﹁
管
比
部
奏
疏
序
﹂
に
同
文
が
収
録
さ
れ

て
い
る
︒
王
世
貞
︵
一
五
二
六
～
一
五
九
〇
︶
は
南
直
隷
太
倉
の
人
︑
嘉
靖
二
十

六
年
進
士
︒

④

一
五
四
三
～
一
六
〇
三
︑
南
直
隷
長
洲
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︒

⑤

管
志
道
の
弟
子
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
︒

⑥

南
直
隷
常
熟
の
人
︑
管
志
道
の
弟
子
︒
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
参
照
︒

⑦

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
沈
状
元
少
林
丈
文
︵
壬
午
︶
﹂
﹁
居
無
何
︑
天

子
大
婚
礼
成
︑
余
亦
進
万
言
書
︑
勧
攬
万
機
︑
下
該
部
議
︒
﹂

⑧

﹃
︵
万
暦
︶
嘉
定
県
志
﹄
巻
三
﹁
尊
経
閣
書
籍
﹂
は
万
暦
三
十
一
年
︵
一
六
〇

三
︶
に
嘉
定
知
県
韓
浚
に
よ
り
県
学
に
増
入
さ
れ
た
書
籍
と
し
て
︑
﹁
憲
章
録
・

憲
章
余
録
・
惕
若
斎
集
・
師
門
求
正
録
・
七
九
問
辨
牘
・
続
問
辨
牘
・
従
先
維
俗

議
・
理
要
酬
語
録
・
源
教
論
評
・
講
余
録
・
周
易
六
龍
解
﹂
と
い
う
管
志
道
の
著

作
と
思
わ
れ
る
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
︒
こ
の
中
に
﹃
奏
疏
稿
﹄
に
類
す
る
書
籍

が
見
ら
れ
な
い
の
は
︑
万
暦
三
十
一
年
当
時
も
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
内
容
を
載
せ
た
書

籍
が
未
刊
行
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒

⑨

万
暦
十
二
年
に
馮
時
可
は
致
仕
︑
王
世
貞
は
回
籍
聴
用
に
な
っ
て
い
る
︵
﹃
神

宗
実
録
﹄
巻
一
四
九
︑
万
暦
十
二
年
五
月
癸
未
条
︑
巻
一
五
一
︑
万
暦
十
二
年
七

月
己
卯
条
︶
︒
張
鼎
思
は
当
時
︑
母
の
喪
に
服
し
て
い
た
︵
申
時
行
﹃
賜
間
堂
集
﹄

巻
二
五
﹁
通
議
大
夫
江
西
按
察
司
使
張
公
曁
配
封
淑
人
王
氏
合
葬
墓
誌
銘
﹂
︶
︒

⑩

馮
時
可
﹁
跋
﹂
﹁
余
往
歳
叙
管
丈
疏
草
︑
知
其
与
趙
太
史
相
経
緯
爾
︒
而
近
復

得
其
詆
牾
故
相
之
状
︑
媿
所
叙
未
悉
也
︒
﹂

⑪

馮
時
可
﹁
序
﹂
﹁
万
暦
丁
丑
冬
︑
余
臥
痾
兵
曹
︑
時
趙
太
史
諸
君
疏
論
故
相
江

陵
不
服
憂
︑
得
旨
杖
遣
︑
郎
有
過
語
其
事
︑
且
曰
︑
﹁
管
君
亦
投
草
交
戟
矣
﹂
︒
予

駭
曰
︑
﹁
信
乎
︒
管
君
需
選
次
︑
未
除
也
︒
有
他
人
談
説
︑
渠
且
已
乎
﹂
︒
居
数
日
︑

郎
復
過
云
︑
﹁
信
矣
︒
無
管
君
草
︒
第
管
君
雅
故
出
入
趙
太
史
︑
相
与
発
憤
懣
︑

太
史
抗
疏
︑
為
之
先
後
曰
︑
﹁
寧
以
知
己
忤
相
臣
︑
無
寧
以
相
臣
疏
知
己
也
﹂
︒
江

陵
蓋
不
能
無
銜
︒
﹂

⑫

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
勅
封
安
人
先
妣
銭
氏
壙
記
﹂
︒

⑬

黄
虞
稷
﹃
千
頃
堂
書
目
﹄
巻
五
に
よ
れ
ば
支
大
綸
の
著
作
か
︒
ま
た
︑
北
京
大

学
図
書
館
所
蔵
の
抄
本
﹃
晩
香
堂
筆
記
﹄
は
﹁
劉
瑾
遺
事
﹂
・
﹁
江
陵
遺
事
﹂
・
﹁
厳

嵩
遺
事
﹂
・
﹁
客
魏
遺
事
﹂
の
四
種
類
の
書
物
を
収
録
す
る
よ
う
で
あ
る
が
未
見
︒

⑭

二
人
と
も
試
御
史
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
︒
﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
六
六
︑
万
暦

五
年
閏
八
月
甲
辰
条
参
照
︒

⑮

彗
星
出
現
の
た
め
︑
神
宗
は
斎
戒
し
て
お
り
︑
刑
罰
の
執
行
が
停
止
さ
れ
て
い

た
︒
﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
六
八
︑
万
暦
五
年
十
月
戊
子
条
︑
庚
子
条
参
照
︒

⑯

周
弘
禴
の
支
援
活
動
は
艾
穆
﹃
艾
熙
亭
先
生
文
集
﹄
巻
四
﹁
恩
譴
記
﹂
で
確
認

で
き
る
︒

⑰

陶
允
宜
は
奪
情
問
題
直
前
に
鄒
元
標
と
友
人
に
な
っ
た
︵
陶
允
宜
﹃
鏡
心
堂

草
﹄
巻
一
一
﹁
送
寅
丈
鄒
爾
瞻
遷
司
封
序
﹂
︶
︒

⑱

甘
雨
の
支
援
活
動
は
鄒
元
標
﹃
願
学
集
﹄
巻
四
﹁
別
甘
子
開
憲
副
序
﹂
で
確
認

で
き
る
︒

⑲

管
見
の
及
ぶ
限
り
︑
奪
情
問
題
当
時
の
朱
維
京
と
廷
杖
さ
れ
た
五
人
の
直
接
的

な
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
な
お
︑
朱
維
京
の
妻
は
陽
明
学
者
鄒
守
益
の
娘
で
︑
嫁

も
鄒
守
益
の
孫
娘
で
あ
っ
た
︵
于
慎
行
﹃
穀
城
山
館
文
集
﹄
巻
二
三
﹁
明
故
光
禄

寺
丞
訥
斎
朱
公
墓
誌
銘
﹂
︶
︒

⑳

張
浩
﹁
綴
言
﹂
﹁
当
江
陵
遭
父
喪
也
︑
慮
解
相
位
︑
呼
其
私
人
緹
騎
徐
爵
︑
厚

賂
権
璫
馮
宝マ

マ

︑
諷
以
先
朝
奪
情
事
例
︑
密
請
天
子
詔
留
之
︒
於
是
︑
閣
部
台
省
︑
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相
継
勧
請
︒
師
時
以
南
駕
部
郎
︑
闋
服
需
次
都
下
︒
一
夕
︑
与
趙
太
史
共
集
一
同

年
邸
讌
会
︑
微
譚
国
事
︑
及
江
陵
欺
君
誤
国
之
罪
︑
相
対
吁
嗟
吐
懣
︒
太
史
投
箸

奮
袂
曰
︑
﹁
江
陵
久
矣
無
君
︑
今
復
無
父
︑
可
嘿
嘿
已
乎
﹂
︒
辞
色
俱
厲
︑
師
若
規

若
諷
︑
間
出
激
語
︑
坐
中
已
窺
師
之
共
計
江
陵
矣
︒
先
是
︑
太
史
以
羅
彛
正
之
挙

謀
諸
師
︒
師
与
太
史
︑
俱
江
陵
所
挙
礼
闈
士
也
︒
師
語
太
史
曰
︑
﹁
挙
世
庇
座
主
︑

而
吾
儕
論
之
︑
奈
人
情
何
︒
祖
宗
養
士
二
百
年
︑
両
衙
門
豈
無
一
人
義
士
︒
蓋
少

待
諸
﹂
︒
次
日
︑
沈
太
史
少
林
︵
諱
懋
学
︶
︑
又
次
日
涂
待
卿
念
東
︵
諱
杰
︶
︑
俱

就
師
密
議
茲
事
︒
師
語
沈
曰
︑
﹁
兄
方
読
書
中
秘
︑
即
欲
為
羅
彛
正
耶
︒
大
事
也
︑

勿
草
草
︒
可
与
趙
太
史
熟
計
之
﹂
︒
語
涂
曰
︑
﹁
両
衙
門
︑
正
缺
此
挙
︑
赴
義
若
渇
︑

兄
不
早
言
︑
別
司
必
有
先
之
者
︑
将
為
台
省
諸
公
羞
﹂
︒
涂
振
衣
起
︑
亟
帰
具
草
︑

擬
与
鄭
侍
御
雲
石
︵
諱
鋭
︶
同
上
︑
念
親
老
無
嗣
︑
不
果
︒
而
沈
則
走
趙
︑
謀
合
︑

正
擬
議
聞
︑
而
呉
太
史
復
菴
︵
諱
中
行
︶
至
︒
呉
亦
江
陵
挙
士
也
︒
謂
沈
曰
︑

﹁
子
釈
褐
曽
幾
時
︑
尚
不
憂
一
死
︒
吾
義
不
得
後
君
而
死
︒
然
三
臣
同
死
一
疏
︑

辱
国
矣
︒
子
姑
譲
吾
両
人
︑
而
黽
図
後
効
﹂
︒
沈
曰
︑
﹁
諾
︒
脱
有
不
測
︑
必
無
声

二
先
生
冤
者
︒
二
先
生
衝
鋒
︑
我
将
殿
退
﹂
︒
即
預
具
救
疏
︑
以
待
出
草
諮
師
︒

師
曰
︑
﹁
事
不
可
中
止
矣
︒
昔
桃
源
三
義
誓
同
日
死
︑
永
不
相
負
︒
兄
与
両
君
子
︑

奚
譲
焉
﹂
︒
沈
亦
曰
︑
﹁
諾
﹂
︒
二
太
史
疏
上
︑
艾
比
部
熙
寧
︵
諱
穆
︶
・
沈
比
部
継

山
︵
諱
思
孝
︶
継
之
︒
会
有
国
醮
停
刑
︑
候
旨
三
日
不
下
︒
師
頻
慼
曰
︑
﹁
廷
杖

之
勢
成
矣
︒
恨
無
回
天
力
︑
可
若
何
﹂
︒
時
則
今
少
師
茂
苑
申
公
為
正
詹
︑
宮
傅

太
原
王
公
掌
史
館
︒
太
原
故
不
善
江
陵
所
為
︑
預
聞
三
太
史
之
謀
︒
師
以
書
諷
太

原
︑
約
茂
苑
営
救
于
江
陵
所
︑
大
略
云
︑
﹁
今
日
之
事
︑
止
言
綱
常
︑
猶
類
書
生

恒
談
︑
第
上
書
頌
功
徳
︑
漸
不
可
長
︑
故
二
兄
之
疏
︑
其
功
尤
尚
於
一
峰
先
生

也
﹂
︒
太
原
為
率
同
館
︑
詣
江
陵
救
解
︑
弗
聴
︒
四
君
子
竟
杖
闕
下
︑
太
原
以
此

名
高
一
世
︒
続
有
鄒
進
士
南
皐
︵
諱
元
標
︶
袖
疏
立
杖
︑
視
四
君
子
杖
畢
上
之
︑

甘
死
如
飴
︑
語
尤
激
烈
︑
有
旨
弗
殺
︑
従
杖
遣
例
︒
蓋
天
祐
奇
男
子
哉
︒
二
太
史

将
杖
時
︑
沈
太
史
策
馬
向
闕
︑
践
前
諾
︑
而
同
里
座
主
︑
給
索
其
実
封
持
去
︑
弗

獲
上
︒
師
乃
貽
之
書
曰
︑
﹁
兄
速
告
休
︑
以
謝
両
君
子
矣
﹂
︒
沈
遂
引
疾
帰
︑
帰
四

載
︑
齎
志
以
没
︒
師
嘗
為
︵
浩
︶
言
︑
諸
君
子
廷
杖
前
一
夕
︑
太
夫
人
伏
枕
不
寐
︑

子
分
忽
声
震
若
巨
石
隕
者
三
︑
従
屋
脊
墜
地
︒
晨
起
眎
之
︑
無
有
也
︒
太
夫
人
驚

以
語
師
︑
師
亦
心
動
︑
黙
自
念
曰
︑
﹁
此
天
以
唇
歯
休
戚
之
兆
︑
示
我
耳
﹂
︒
所
知

亦
有
以
此
挙
勧
師
者
︒
師
曰
︑
﹁
我
無
官
守
︑
我
無
言
責
也
︑
何
急
為
︒
宇
宙
大

矣
︑
功
何
必
悉
自
己
出
︒
天
子
春
秋
富
︑
明
春
大
婚
︑
応
有
勧
攬
万
機
者
︒
台
省

既
結
舌
︑
是
将
在
我
﹂
︒
師
雖
不
共
諸
君
子
弾
江
陵
︑
而
諸
君
子
危
難
中
︑
唱
和

同
志
︑
若
周
民
部
二
魯
︵
諱
禴マ

マ

・
陶
比
部
蘭
亭
諱
允
誼マ

マ

・
甘
翰
吉
義
麓
諱
雨
︶
・

朱
廷
平
訥
斎
︵
諱
維
京
︶
・
曽
進
士
健
斎
︵
諱
乾
亨
︶
等
︑
奔
走
周
旋
︑
防
預
後

事
︑
輒
為
江
陵
耳
目
偵
去
︒
復
有
効
款
江
陵
者
謂
︑
沈
太
史
累
書
督
過
江
陵
父
子
︑

俱
出
師
意
︑
又
為
甘
翰
吉
代
草
救
二
太
史
疏
︑
而
日
与
太
原
詆
江
陵
不
法
事
︒
故

江
陵
銜
師
特
甚
︑
而
師
亦
無
秋
毫
顧
忌
︑
以
避
讒
鋒
︒
﹂

㉑

涂
杰
の
母
の
墓
誌
銘
に
は
﹁
既
光
禄
選
為
監
察
御
史
︑
偶
以
事
不
得
其
言
︑
乃

図
請
告
﹂
︵
鄧
以
讚
﹃
鄧
定
宇
先
生
文
集
﹄
巻
四
﹁
封
太
孺
人
涂
母
陳
氏
墓
誌

銘
﹂
︶
と
あ
り
︑
涂
杰
が
試
御
史
に
な
っ
た
あ
と
す
ぐ
に
乞
休
し
た
こ
と
が
見
え
る
︒

㉒

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
呉
少
詹
復
菴
年
兄
文
︵
乙
未
︶
﹂
﹁
一
時
同
志

者
︑
靡
不
壮
君
与
趙
汝
師
之
直
而
智
︑
哂
沈
君
典
与
余
之
迂
而
拙
也
︒
﹂

㉓

張
居
正
奪
情
問
題
に
よ
っ
て
廷
杖
さ
れ
た
人
々
が
Ï
死
の
重
傷
を
負
っ
た
こ
と

は
︑
艾
穆
﹃
艾
熙
亭
先
生
文
集
﹄
巻
四
﹁
恩
譴
記
﹂
参
照
︒

㉔

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
呉
少
詹
復
菴
年
兄
文
︵
乙
未
︶
﹂
︒

㉕

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
沈
状
元
少
林
丈
文
︵
壬
午
︶
﹂
﹁
当
嘉
靖
中
︑

余
与
君
典
相
望
為
校
官
弟
子
員
︑
並
以
稗
芸
有
聞
︒
甲
子
秋
︑
落
榜
︒
督
学
使
者

楚
侗
耿
先
生
︑
檄
余
明
道
書
院
論
学
︑
暇
則
令
繙
検
南
闈
落
巻
︒
余
因
得
君
典
五

策
︑
其
一
攻
近
時
談
学
之
弊
︑
刺
入
膏
肓
︑
思
若
天
馬
歩
虚
︑
不
可
控
馭
︑
自
嘆

以
為
不
及
︑
請
於
耿
先
生
︑
召
致
書
院
砥
礪
︑
余
之
識
君
典
自
此
始
︒
⁝
⁝
曁
万

暦
丁
丑
春
︑
君
典
以
状
頭
及
第
︑
而
余
亦
起
復
至
都
下
︒
時
部
司
壅
甚
︑
余
需
次

半
年
︑
最
閑
︑
適
得
恣
与
故
旧
往
還
︑
而
君
典
所
僦
邸
舎
︑
与
余
櫛
比
而
居
︑
公

余
輒
却
騶
従
︑
以
角
巾
芒
屨
相
過
訪
款
談
︑
微
及
性
命
︑
溥
及
古
今
塵
寰
内
外
事
︑
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忘
其
身
在
市
朝
也
︒
﹂

㉖

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
趙
少
宰
定
宇
年
兄
文
︵
丙
申
︶
﹂
﹁
迨
丁
丑
︑

公
在
史
館
︑
方
有
名
︑
為
座
主
江
陵
張
公
所
重
︑
而
余
以
部
郎
起
外
艱
︑
需
次
於

都
下
︑
公
遣
子
弟
以
経
術
師
余
︑
嗣
是
情
好
日
篤
︒
﹂

㉗

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
勅
封
安
人
先
妣
銭
氏
壙
記
﹂
﹁
俄
而
廷
杖
之
報

至
︑
吾
母
泫
然
曰
︑
﹁
可
憐
趙
同
年
︒
以
父
母
所
生
膚
肉
︑
受
此
痛
楚
︑
存
亡
難

保
也
﹂
︒
﹂

㉘

管
志
道
﹃
惕
若
斎
続
集
﹄
巻
二
﹁
祭
誥
封
江
母
李
太
恭
人
文
﹂
﹁
当
余
之
復
除

比
部
郎
也
︑
正
得
今
沈
右
都
継
山
・
艾
僉
都
熙
亭
杖
後
之
缺
︒
﹂
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻

四
﹁
勅
封
安
人
先
妣
銭
氏
壙
記
﹂
﹁
是
時
︑
比
部
艾
員
外
郎
熙
亭
・
沈
主
事
継
山

俱
以
廷
杖
削
籍
︑
乃
得
補
本
部
貴
州
司
主
事
之
缺
︒
﹂

㉙

管
志
道
は
嘉
靖
四
十
三
年
に
南
京
で
羅
汝
芳
と
知
り
合
っ
た
︵
曹
胤
儒
﹃
旴
壇

直
詮
﹄
︶
︒

㉚

鄒
元
標
﹃
仁
文
講
義
﹄
﹁
丁
丑
︑
羅
近
溪
先
生
入
賀
︑
予
輩
会
於
寺
中
︒
時
大

会
︑
先
生
聞
東
溟
兄
言
︑
即
叩
首
曰
︑
﹁
我
兄
説
的
是
﹂
︒
﹂
な
お
︑
こ
の
講
会
は

羅
汝
芳
の
致
仕
︑
ひ
い
て
は
張
居
正
に
よ
る
書
院
の
破
壊
に
つ
な
が
る
︒
ま
た
︑

沈
懋
学
が
張
嗣
修
︵
張
居
正
の
息
子
︶
を
連
れ
て
羅
汝
芳
の
講
会
に
参
加
し
た
と

こ
ろ
︑
羅
汝
芳
が
僧
侶
と
雑
談
ば
か
り
し
て
い
る
こ
と
に
張
嗣
修
は
失
望
し
︑
息

子
か
ら
羅
汝
芳
の
講
会
の
実
態
を
聞
い
た
張
居
正
は
沈
懋
学
を
叱
責
し
た
と
い
う
︒

呉
震
︵
二
〇
〇
三
︶
︑
中
︵
一
九
九
二
︶
参
照
︒

㉛

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
祭
曽
大
理
少
卿
健
斎
丈
文
︵
乙
未
︶
﹂
﹁
君
嘆
言

路
結
舌
︑
嘗
慫
余
以
羅
彛
正
之
挙
︑
余
辞
曰
︑
﹁
我
無
官
守
︑
我
無
言
責
也
︒
越

樽
俎
而
代
庖
︑
我
将
為
名
乎
﹂
︒
君
嘿
然
首
肯
︑
而
日
与
余
為
廷
杖
五
君
子
︑
多

方
求
援
︑
不
避
嫌
謗
︒
﹂

㉜

出
典
は
﹃
孟
子
﹄
﹁
公
孫
丑
﹂
下
﹁
孟
子
謂
蚔
鼃
曰
︑
﹁
子
之
辞
霊
丘
而
請
士
師
︑

似
也
︑
為
其
可
以
言
也
︒
今
既
数
月
矣
︑
未
可
以
言
与
﹂
︒
蚔
鼃
諫
於
王
而
不
用
︑

致
為
臣
而
去
︒
斉
人
曰
︑
﹁
所
以
為
蚔
鼃
︑
則
善
矣
︒
所
以
自
為
︑
則
吾
不
知
也
﹂
︒

公
都
子
以
告
︒
曰
︑﹁
吾
聞
之
也
︒
有
官
守
者
︑
不
得
其
職
則
去
︒
有
言
責
者
︑
不
得

其
言
則
去
︒
我
無
官
守
︑
我
無
言
責
也
︒
則
吾
進
退
︑
豈
不
綽
綽
然
有
余
裕
哉
﹂
︒
﹂

㉝

﹃
言
責
要
覧
﹄
は
管
志
道
の
友
人
甘
士
价
が
編
集
し
た
と
い
う
︒
詳
細
に
つ
い

て
は
岩
本
︵
二
〇
一
三
︶
参
照
︒

㉞

管
志
道
﹃
従
先
維
俗
議
﹄
巻
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
芸
建
言
合
諸
司
職
掌
糾
劾

不
正
陳
言
以
戒
奔
競
議
﹂﹁
噫
︑
言
路
果
皆
若
人
︑
何
必
更
言
︑
黙
足
以
容
︑
而
亦
何

虞
於
庶
人
之
議
哉
︒
愚
也
以
此
自
省
︑
不
覚
惕
然
内
泚
焉
︒
在
部
司
︑
既
有
不
度
徳

之
言
︑
在
外
台
︑
復
有
不
中
機
之
言
︑
何
敢
自
謂
於
要
覧
一
一
打
得
対
同
也
︒
故
特

表
而
出
之
︑
以
寓
自
懺
之
意
︑
亦
為
有
言
責
者
作
指
南
︑
無
言
責
者
進
薬
石
焉
︒
﹂

三

管
志
道
の
復
職
活
動

(
一
)

﹃
奏
疏
稿
﹄
序
文
と
復
職
活
動

奪
情
問
題
で
は
張
居
正
を
正
面
切
っ
て
批
判
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
管
志
道
で
あ
る
が
︑
﹁
綴
言
﹂
に
よ
れ
ば
奪
情
批
判
の
黒
幕
と
し
て
張

居
正
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
︑
そ
れ
が
政
治
上
の
挫
折
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
万
暦
八
年
︑
管
志
道
は
官
界
を
追
わ
れ
地
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元
に
戻
る①
︒
先
行
研
究
で
は
こ
れ
以
後
の
管
志
道
は
政
治
か
ら
距
離
を
お
い
た
と
さ
れ
る
が
︑
し
か
し
﹃
奏
疏
稿
﹄
序
文
の
文
章
を
読
む
と
︑

そ
う
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
前
章
で
万
暦
十
三
～
十
四
年
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
し
た
王
世
貞
﹁
序
﹂
に
は
﹁
わ
た
し
は
管
志
道
が
必
ず
最
終
的
に
は
登
用
さ
れ
る

と
考
え
て
い
る②
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
王
世
貞
が
本
気
で
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
︑
政
治
か
ら
距
離
を
お
い
た
人
物
宛
の
序

文
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
文
章
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
管
志
道
の
弟
子
の
張
浩
が
書
い
た
﹁
綴
言
﹂
に
な
る
と
︑
口
ぶ
り
は
い
っ
そ
う
激
し
く
な
る
︒

張
居
正
の
失
脚
後
︑
廷
杖
を
受
け
た
諸
君
子
は
次
々
と
出
世
し
て
い
っ
た
が
︑
師
匠
だ
け
何
回
推
薦
さ
れ
て
も
召
還
さ
れ
な
か
っ
た
︒
聖
旨
に
よ
っ
て
按

察
司
僉
事
の
官
位
は
復
活
し
た
と
は
い
え
︑
ま
だ
田
舎
に
い
る
︒
あ
あ
︑
あ
あ
︒
師
匠
は
ど
う
し
て
運
が
な
い
の
か
︒
最
初
は
寧
武
子
の
馬
鹿
正
直
さ
を

ま
ね
て
︑
そ
れ
か
ら
介
之
推
が
賞
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
ま
た
師
匠
は
按
察
司
僉
事
と
し
て
致
仕
を
願
う
上
奏
を
し
た
の
に
︑
吏
部

に
よ
っ
て
塩
課
司
に
異
動
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒
開
国
以
来
二
百
年
以
上
︑
按
察
司
所
属
で
左
遷
さ
れ
︑
任
務
に
つ
い
て
い
な
い
の
に
考
察
で
罷
免
さ

れ
た
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
︒
祖
宗
の
人
事
規
定
は
吏
部
に
よ
っ
て
す
で
に
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
今
に
な
っ
て
考
察
を
覆
す
こ
と
は
よ
く
な
い
と
し

て
い
る
の
は
︑
国
内
の
賢
者
と
豪
傑
が
切
歯
扼
腕
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ③
︒

張
浩
は
︑
張
居
正
の
死
後
に
華
々
し
く
官
界
復
帰
を
遂
げ
た
趙
用
賢
ら
と
は
対
照
的
に
︑
管
志
道
が
い
ま
だ
に
地
元
で
く
す
ぶ
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
冤
抑
を
訴
え
て
い
る
︒
﹁
綴
言
﹂
を
参
照
し
た
張
鼎
思
﹁
題
﹂
も
同
様
の
事
情
を
訴
え
る
︒

張
居
正
の
失
脚
後
︑
諸
君
子
は
次
々
と
抜
擢
さ
れ
た
の
に
︑
管
志
道
だ
け
考
察
で
罷
免
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
︑
何
度
推
薦
さ
れ
て
も
召
還
さ
れ

ず
︑
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
按
察
司
僉
事
の
官
位
が
復
活
し
た
だ
け
だ
︒
も
ち
ろ
ん
考
察
の
結
果
を
変
更
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
妥
当
だ
︒
張
浩

が
言
う
よ
う
に
︑
按
察
司
と
し
て
致
仕
を
願
う
上
奏
を
し
た
の
に
塩
課
司
と
し
て
人
事
評
定
さ
れ
た
り
︑
按
察
司
の
所
属
が
左
遷
さ
れ
︑
赴
任
し
て
い
な

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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い
の
に
考
察
さ
れ
る
の
は
︑
妥
当
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
管
志
道
は
当
時
病
気
と
い
う
こ
と
で
罷
免
さ
れ
た
が
︑
病
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
間
違
え
て
病

気
と
い
う
こ
と
で
罷
免
し
た
の
に
︑
病
気
で
は
な
か
っ
た
の
に
復
職
さ
せ
な
い
の
は
︑
考
察
の
誤
り
を
押
し
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
考
察
に
お
い

て
は
︑
左
遷
し
た
り
罷
免
し
た
り
さ
れ
て
再
度
昇
任
す
る
者
が
た
く
さ
ん
い
る
が
︑
後
の
昇
任
は
以
前
の
左
遷
に
影
響
さ
れ
な
い
︒
罷
免
さ
れ
て
再
起
用

さ
れ
る
者
も
︑
後
の
再
起
用
は
以
前
の
罷
免
に
影
響
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
張
居
正
は
諸
君
子
を
恨
ん
で
︑
永
遠
に
任
用
し
な
い
と
い

う
聖
旨
を
出
さ
せ
た
︒
今
皆
残
ら
ず
召
還
さ
れ
て
い
る
の
に
︑
管
志
道
だ
け
は
考
察
の
担
当
者
か
ら
召
還
の
人
事
異
動
を
く
だ
さ
れ
て
い
な
い
︒
考
察
の

担
当
者
は
当
時
の
聖
旨
を
金
科
玉
条
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
張
居
正
が
諸
君
子
を
ま
ず
く
処
置
し
た
が
︑
管
志
道
を
う
ま
く
処
置
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る④
︒

こ
れ
ら
の
序
文
の
口
吻
か
ら
す
る
に
︑
万
暦
十
五
年
前
後
の
管
志
道
は
政
治
か
ら
距
離
を
お
い
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
︑
政
界
復
帰
を
望
ん

で
い
た
と
い
う
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
馮
時
可
・
王
世
貞
・
張
鼎
思
が
管
志
道
の
上
奏
文
を
見
た
︑
言
い
換
え
れ

ば
︑
彼
ら
に
管
志
道
が
上
奏
文
を
見
せ
︑
さ
ら
に
張
鼎
思
に
は
自
ら
の
奪
情
問
題
に
お
け
る
ス
タ
ン
ス
や
そ
の
後
の
不
遇
を
つ
づ
っ
た
﹁
綴

言
﹂
を
見
せ
た
の
は
︑
政
界
復
帰
の
た
め
の
一
種
の
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
様
相
も
浮
か
び
上
が
る
︒

実
際
に
︑
万
暦
十
三
～
十
四
年
に
か
け
て
︑
管
志
道
の
復
職
を
請
願
す
る
人
々
が
朝
廷
に
続
々
と
現
れ
る
︒
ま
ず
︑
万
暦
十
三
年
正
月
に
順

天
府
通
判
の
周
弘
禴
が
大
臣
批
判
を
行
う
上
奏
を
提
出
し
︑
そ
の
な
か
で
張
居
正
の
指
図
を
受
け
た
龔
懋
賢
が
管
志
道
を
不
正
に
弾
劾
し
た
こ

と
も
告
発
し
た
︒
た
だ
し
︑
周
弘
禴
は
こ
の
上
奏
の
た
め
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る⑤
︒
周
弘
禴
に
続
い
て
万
暦
十
三
年
に
管
志
道
を

推
薦
し
た
人
物
と
し
て
は
︑
﹃
神
宗
実
録
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
饒
位
︵
江
西
進
賢
の
人
︑
万
暦
八
年
進
士
︶
・
顧
雲
程
︵
南
直
隷
常
熟
の
人
︑
万
暦

五
年
進
士
︶
の
ほ
か⑥
︑
﹁
綴
言
﹂
に
よ
れ
ば
さ
ら
に
傅
光
宅
︵
山
東
聊
城
の
人
︑
万
暦
八
年
進
士
︶
・
李
琯
︵
江
西
豊
城
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︶
・
李
弘

道
︵
山
西
襄
陵
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︶
・
王
嗣
美
︵
陝
西
朝
邑
の
人
︑
万
暦
八
年
進
士
︶
ら
が
い
た
と
い
う⑦
︒
彼
ら
が
管
志
道
を
推
薦
し
た
時
期
は

馮
時
可
や
王
世
貞
の
序
文
と
前
後
す
る
時
期
で
あ
る
︒
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そ
し
て
万
暦
十
三
年
十
二
月
の
顧
雲
程
の
推
薦
が
決
め
手
と
な
り
︑
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
万
暦
十
四
年
二
月
に
管
志
道
の
按
察
司
僉
事

の
肩
書
が
復
活
す
る
︒
し
か
し
︑
上
記
の
﹁
綴
言
﹂
お
よ
び
張
鼎
思
﹁
題
﹂
の
口
吻
か
ら
は
︑
肩
書
の
復
活
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
よ
う
で
あ

る
︒
そ
こ
で
放
た
れ
た
第
二
の
矢
が
︑
管
志
道
が
奪
情
問
題
で
趙
用
賢
ら
の
相
談
役
や
後
方
支
援
役
を
担
っ
て
張
居
正
と
対
立
し
た
と
描
く

﹁
綴
言
﹂
︑
そ
し
て
﹁
祖
訓
疏
﹂
以
外
の
上
奏
文
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
﹁
祖
訓
疏
﹂
以
外
の
上
奏
文
に
つ
い
て
︑
張
浩
は
﹁
綴
言
﹂
の
補

足
で
あ
る
﹁
補
綴
﹂
で
下
記
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

張
居
正
の
失
脚
後
︑
天
子
は
政
治
に
励
み
︑
臣
下
た
ち
は
建
議
し
︑
実
行
さ
れ
た
こ
と
の
多
く
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
の
提
案
か
ら
と
ら
れ
た
が
︑
﹁
祖
訓
疏
﹂
の

﹁
釐
巡
察
之
弊
﹂
︵
前
掲
の
九
点
の
う
ち
の
⑤
︶
と
按
察
司
僉
事
時
代
の
二
疏
は
権
勢
に
よ
っ
て
実
行
を
阻
ま
れ
て
い
た
︒
最
近
︑
︵
副
︶
都
御
史
詹
仰
庇

︵
一
五
三
四
～
一
六
〇
四
︑
福
建
晋
江
の
人
︑
嘉
靖
四
十
四
年
進
士
︶
が
巡
按
御
史
を
戒
め
る
た
め
に
十
二
項
目
の
上
奏
を
行
っ
た
が
︑
師
匠
と
謀
ら
ず

も
合
致
し
て
い
る
︒
詹
仰
庇
は
朝
廷
で
聖
旨
に
さ
か
ら
っ
て
廷
杖
さ
れ
た⑧
の
に
今
は
大
抜
擢
さ
れ
︑
期
待
に
沿
お
う
と
し
︑
そ
の
忠
君
ぶ
り
は
と
て
も
熱

心
だ
︒
師
匠
が
昔
上
奏
し
た
内
容
は
細
事
だ
と
い
え
よ
う
か⑨
︒

管
志
道
を
顕
彰
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
張
居
正
失
脚
後
の
政
府
の
政
策
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
と
一
致
し
て
お
り⑩
︑
さ
ら
に
管
志
道
の
按
察
司
僉
事

時
代
の
上
奏
の
内
容
ま
で
も
最
近
の
政
治
の
動
向
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
︒
詹
仰
庇
の
上
奏
は
万
暦
十
五
年
八
月
に
提
出
さ
れ
︑
朝
廷
は
内

容
を
高
く
評
価
し
て
都
察
院
に
実
行
を
命
じ
た
ほ
か
︑
巡
按
御
史
の
勝
手
を
許
さ
な
い
旨
を
命
じ
て
い
る⑪
︒
つ
ま
り
︑
万
暦
十
五
年
八
月
の
詹

仰
庇
の
上
奏
を
受
け
て
︑
同
年
十
月
に
按
察
司
僉
事
時
代
の
上
奏
に
も
触
れ
る
張
鼎
思
﹁
題
﹂
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
実
に
時
宜
を
得
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
万
暦
十
三
～
十
五
年
に
か
け
て
︑
朝
廷
に
お
け
る
管
志
道
の
推
薦
お
よ
び
按
察
司
僉
事
の
肩
書
の
復
活
と
︑
﹃
奏
疏
稿
﹄

の
各
序
文
の
執
筆
に
は
関
連
性
が
あ
り
︑
管
志
道
の
復
職
活
動
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
す
べ
て
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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張
居
正
失
脚
後
の
万
暦
十
三
年
ご
ろ
︑
管
志
道
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
を
提
出
し
て
張
居
正
の
怒
り
を
買
い
官
界
を
不
当
に
追
わ
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
形
成
す
る
た
め
︑
ま
ず
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
を
前
面
に
押
し
出
し
て
復
職
活
動
を
行
い
︑
ゆ
え
に
馮
時
可
・
王
世
貞
は
﹁
祖
訓
疏
﹂
を
見
て
序

文
を
執
筆
し
た
︒
そ
し
て
︑
張
居
正
政
治
の
犠
牲
者
と
し
て
の
印
象
づ
く
り
に
成
功
し
た
管
志
道
は
複
数
の
官
僚
か
ら
推
薦
を
受
け
︑
結
果
と

し
て
万
暦
十
四
年
の
按
察
司
僉
事
の
肩
書
の
復
活
に
つ
な
が
っ
た
︒
し
か
し
︑
管
志
道
が
狙
っ
て
い
た
の
は
お
そ
ら
く
肩
書
の
復
活
で
は
な
く

復
職
で
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑
奪
情
問
題
に
お
け
る
自
身
の
活
動
を
よ
り
印
象
づ
け
る
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
﹁
祖
訓
疏
﹂
だ
け
で
は
な
く
按
察
司

僉
事
時
代
の
上
奏
文
も
持
ち
出
し
︑
現
在
の
政
府
の
志
向
と
か
つ
て
の
自
身
の
提
言
の
一
致
を
訴
え
よ
う
と
し
た
︒
そ
こ
で
張
鼎
思
が
﹁
祖
訓

疏
﹂
・
﹁
綴
言
﹂
な
ら
び
に
按
察
司
僉
事
時
代
の
上
奏
を
見
て
序
文
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

(
二
)

﹃
星
変
志
﹄
の
奪
情
劇

し
か
し
︑
管
志
道
が
﹁
祖
訓
疏
﹂
な
ど
の
上
奏
文
や
﹁
綴
言
﹂
な
ど
の
各
序
文
に
よ
っ
て
奪
情
問
題
に
お
け
る
自
己
の
立
場
を
印
象
づ
け
よ

う
と
し
た
と
し
て
も
︑
結
局
は
管
志
道
は
張
居
正
の
奪
情
を
直
接
に
批
判
し
た
こ
と
は
な
く
︑
廷
杖
も
受
け
て
い
な
い
︒
﹁
綴
言
﹂
に
描
写
さ

れ
る
管
志
道
は
確
か
に
趙
用
賢
に
助
言
し
︑
廷
杖
を
受
け
た
人
々
を
支
援
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
客
観
的
に
は
日
和
見
の
謗
り
を
免
れ
な
い

だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
管
志
道
を
日
和
見
と
断
罪
す
る
の
は
簡
単
だ
が
︑
当
時
の
人
々
が
奪
情
問
題
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
な

く
て
は
︑
管
志
道
が
形
成
し
よ
う
と
し
た
奪
情
問
題
に
お
け
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
意
味
が
見
え
て
こ
な
い
︒

万
暦
十
三
～
十
五
年
に
奪
情
問
題
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
の
一
端
を
示
す
の
が
︑
﹁
綴
言
﹂
で
奪
情
問
題
を
取
り
上
げ
た
野
史

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
﹃
星
変
志
﹄
で
あ
る
︒
﹃
星
変
志
﹄
は
﹃
紀
録
彙
編
﹄
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
四
庫
全
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い

る⑫
︒
各
種
漢
籍
目
録
で
は
抱
甓
外
史
撰
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
﹁
星
変
志
引
﹂
を
書
い
た
﹁
抱
甓
外
史
﹂
︑
末
尾
に
評
語
を
附
し
て
い
る

﹁
迂
樵
子
﹂
と
も
に
不
詳
で
あ
る
︒
ま
た
︑
丁
仁
﹃
八
千
巻
楼
書
目
﹄
で
は
王
世
貞
撰
に
な
っ
て
い
る
が
︑
丁
仁
が
内
容
か
ら
そ
の
よ
う
に
判

断
し
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹃
紀
録
彙
編
﹄
の
配
列
か
ら
単
純
に
作
者
を
推
定
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る⑬
︒
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﹃
星
変
志
﹄
の
作
者
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
︑
成
立
年
代
は
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
︒
﹃
星
変
志
﹄
に
見
ら
れ
る
廷
杖
の
描
写
は
︑
奪
情

問
題
で
廷
杖
を
受
け
た
艾
穆
が
奪
情
問
題
の
顚
末
を
記
し
た
﹁
恩
譴
記
﹂
か
ら
の
引
用
で
あ
る⑭
︒
﹁
恩
譴
記
﹂
の
執
筆
時
期
は
万
暦
十
三
年
八

月
以
降
で
あ
り⑮
︑
﹃
星
変
志
﹄
の
成
立
は
こ
れ
以
降
と
な
る
︒
ま
た
︑
成
立
年
代
の
下
限
は
張
浩
﹁
綴
言
﹂
執
筆
時
期
の
万
暦
十
五
年
九
月
で

あ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
星
変
志
﹄
は
万
暦
十
三
～
十
五
年
の
間
に
成
立
し
た
奪
情
問
題
に
関
す
る
野
史
で
あ
り
︑
﹃
奏
疏
稿
﹄
の
各
序
文
と
同
時
代

の
史
料
な
の
で
あ
る
︒

﹃
星
変
志
﹄
は
︑
奪
情
問
題
に
お
け
る
翰
林
官
た
ち
の
動
向
を
主
に
追
い
か
け
た
野
史
で
あ
る⑯
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
奪
情
を
受
け
た
呉
中

行
・
趙
用
賢
の
二
人
の
動
向
は
も
ち
ろ
ん
︑
王
錫
爵
と
沈
懋
学
も
﹃
星
変
志
﹄
の
中
で
は
主
役
級
の
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
王

錫
爵
は
翰
林
院
の
﹁
院
長
﹂
と
し
て
若
き
翰
林
官
た
ち
の
相
談
役
を
務
め
︑
﹁
綴
言
﹂
に
お
け
る
管
志
道
の
ご
と
き
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒
ま

た
︑
廷
杖
の
執
行
後
︑
複
数
の
翰
林
官
た
ち
が
呉
中
行
・
趙
用
賢
を
助
け
る
た
め
に
上
奏
し
た
こ
と
に
も
言
及
す
る
︒
そ
し
て
︑
﹃
星
変
志
﹄

の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
廷
杖
を
受
け
た
人
々
の
動
向
で
は
な
く
︑
王
錫
爵
・
沈
懋
学
・
秦
柱⑰
と
い
う
廷
杖
を
受
け
て
い
な
い
人
々
の
辞
任
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
﹃
星
変
志
﹄
で
は
奪
情
問
題
で
廷
杖
を
受
け
た
人
々
だ
け
の
顕
彰
で
は
な
く
︑
廷
杖
を
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
の
顕
彰
も
行
わ
れ

て
い
る
と
い
え
る
︒

実
は
﹃
星
変
志
﹄
が
成
立
し
た
時
期
︑
奪
情
問
題
で
廷
杖
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
の
顕
彰
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
廷
杖
さ
れ
な
か
っ
た

人
々
へ
の
顕
彰
の
声
は
︑
廷
杖
を
受
け
た
本
人
た
ち
か
ら
も
上
げ
ら
れ
た
︒
例
え
ば
︑
呉
中
行
が
執
筆
し
た
秦
柱
の
墓
表
︵
万
暦
十
三
年
︶
に

は
下
記
の
よ
う
に
あ
る
︒

昔
︑
万
暦
五
年
の
事
件
の
時
︑
困
難
を
助
け
て
く
れ
た
の
は
︑
き
み
と
朱
嘉
君
だ
け
だ
っ
た
︒
き
み
は
官
を
失
っ
た
こ
と
で
名
を
上
げ
た
が
︑
朱
君
は
処

罰
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
栄
誉
も
な
か
っ
た⑱
︒

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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ま
た
︑
艾
穆
﹁
恩
譴
記
﹂
は
末
尾
で
馬
自
強
・
王
錫
爵
・
張
国
彦
に
対
し
て
特
別
な
賛
辞
を
与
え
る⑲
︒

こ
の
よ
う
な
張
居
正
奪
情
問
題
に
お
い
て
廷
杖
を
受
け
な
か
っ
た
人
々
の
顕
彰
と
い
う
風
潮
の
背
景
に
あ
る
の
が
︑
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
で

あ
る
︒
王
錫
爵
は
﹁
綴
言
﹂
に
あ
る
よ
う
に
奪
情
問
題
で
名
声
を
高
め
た
人
物
で
あ
る⑳
︒
﹃
明
史
﹄
巻
二
一
八
の
王
錫
爵
の
伝
に
は
︑
万
暦
五

年
当
時
︑
翰
林
院
の
責
任
者
で
あ
っ
た
王
錫
爵
が
呉
中
行
・
趙
用
賢
を
助
け
る
た
め
に
翰
林
院
を
率
い
て
張
居
正
に
懇
願
し
た
ば
か
り
か
︑
単

身
で
張
居
正
の
屋
敷
に
乗
り
込
ん
だ
と
い
う
﹃
星
変
志
﹄
と
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
翌
年
︑
張
居
正
が
一
時
帰
郷
し
た
際
に

は
︑
張
居
正
の
早
期
の
帰
京
を
願
う
上
奏
に
署
名
せ
ず
︑
そ
し
て
老
親
の
世
話
を
口
実
に
故
郷
太
倉
に
戻
り
︑
張
居
正
と
の
対
立
姿
勢
を
あ
ら

わ
に
し
た
と
い
う
︒
張
居
正
の
死
後
︑
王
錫
爵
に
内
閣
大
学
士
と
し
て
の
召
還
の
命
令
が
下
っ
た
の
が
万
暦
十
二
年
︵
一
五
八
四
︶
十
二
月
の

こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
万
暦
十
三
年
六
月
に
王
錫
爵
は
北
京
に
到
着
し
て
職
務
に
就
く
︒
奪
情
問
題
に
お
い
て
張
居
正
と
対
立
し
た
が
︑
公

に
奪
情
批
判
の
言
論
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
・
入
閣
が
︑
廷
杖
を
受
け
て
い
な
い
人
々
︑
言
い
換
え
れ
ば
廷
杖
を
受
け

た
人
々
を
支
援
し
た
人
々
の
顕
彰
と
い
う
風
潮
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
管
志
道
の
復
職
活
動
は
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
可
能
と

な
り
︑
さ
ら
に
﹁
綴
言
﹂
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
で
﹃
星
変
志
﹄
に
お
け
る
王
錫
爵
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
自
己
イ
メ
ー
ジ
を

作
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(
三
)

王
錫
爵
と
管
志
道

王
錫
爵
の
官
界
復
帰
と
管
志
道
の
復
職
活
動
が
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
管
志
道
自
身
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
後
年
︑
管
志
道

は
当
時
の
こ
と
を
下
記
の
よ
う
に
振
り
返
っ
た
︒

万
暦
十
二
年
︑
我
が
太
倉
の
礼
部
侍
郎
王
錫
爵
が
召
喚
さ
れ
た
︒
王
錫
爵
は
か
つ
て
わ
た
し
と
一
緒
に
廷
杖
さ
れ
た
諸
君
子
を
支
援
し
︑
張
居
正
に
恨
ま

れ
た
人
だ
っ
た
︒
こ
の
と
き
︑
科
道
官
に
も
わ
た
し
の
復
活
に
力
を
貸
そ
う
と
い
う
人
が
い
た
が
︑
す
ぐ
に
讒
言
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
︑
按
察
司
僉
事
と
し
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て
致
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た㉑
︒

こ
の
言
葉
か
ら
も
万
暦
十
三
～
十
五
年
に
管
志
道
の
復
職
活
動
が
展
開
さ
れ
た
の
は
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
を
受
け
て
の
行
動
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒

王
錫
爵
と
管
志
道
は
単
に
同
郷
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
王
曇
陽
信
仰
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
た
︒
王
錫
爵
の
帰
郷
後
︑
王
錫
爵
の
娘

の
王
曇
陽
は
儒
仏
道
の
三
教
に
通
じ
︑
多
数
の
信
者
を
持
つ
に
至
っ
た㉒
︒
主
な
信
者
に
は
王
錫
爵
本
人
を
初
め
と
し
て
︑
王
世
貞
︑
沈
懋
学
︑

趙
用
賢
︑
屠
隆㉓
︑
管
志
道
︑
瞿
汝
稷㉔
ら
当
時
の
太
倉
周
辺
に
い
た
士
大
夫
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
万
暦
八
年
︑
王
曇
陽
は
数
万
人
の
観
衆

の
前
で
昇
仙
し
︑
王
錫
爵
・
王
世
貞
ら
は
曇
陽
観
と
い
う
道
観
を
つ
く
り
︑
信
者
が
集
ま
れ
る
よ
う
に
し
た
︒
王
錫
爵
の
帰
郷
か
ら
官
界
復
帰

に
至
る
ま
で
の
太
倉
を
中
心
と
し
た
多
数
の
士
大
夫
の
王
曇
陽
信
仰
の
意
味
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
︒
徐
朔
方
︵
一
九
九
三
︶

は
王
錫
爵
ら
が
政
界
復
帰
の
意
志
が
な
い
こ
と
を
張
居
正
に
示
す
た
め
と
し
︑
徐
美
潔
︵
二
〇
一
〇
︶
は
張
居
正
の
政
治
に
失
望
し
た
人
々
が

集
結
し
た
と
し
︑
ま
た
魏
宏
遠
︵
二
〇
一
四
︶
は
王
世
貞
・
王
錫
爵
が
宗
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
影
響
力
を
高
め
よ
う
と
し

た
た
め
と
す
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
王
曇
陽
の
名
の
も
と
に
王
錫
爵
・
趙
用
賢
・
沈
懋
学
・
管
志
道
と
い
う
﹁
綴
言
﹂
の
登
場
人
物
︑
さ
ら
に

﹃
奏
疏
稿
﹄
序
文
の
作
者
の
一
人
の
王
世
貞
が
集
結
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
︒
王
曇
陽
信
仰
の
真
の
目
的
が
何
で
あ
れ
︑
奪
情
問

題
か
ら
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
の
時
期
ま
で
の
管
志
道
は
王
錫
爵
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
る
︒

た
だ
し
︑
王
曇
陽
信
仰
以
外
の
点
に
お
け
る
王
錫
爵
と
管
志
道
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
で
は
無
視
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
理
由

は
管
志
道
と
王
錫
爵
の
直
接
的
な
書
簡
交
換
の
や
り
取
り
が
そ
れ
ぞ
れ
一
通
し
か
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
王
錫
爵
が
管
志
道
に
送
っ

た
書
簡
は
︑
管
志
道
の
広
東
按
察
使
僉
事
在
任
中
に
送
っ
た
一
通
の
み
残
っ
て
い
る㉕
︒
一
方
︑
管
志
道
が
王
錫
爵
に
送
っ
た
書
簡
は
﹃
続
問
辨

牘
﹄
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
万
暦
二
十
七
年
︵
一
五
九
九
︶
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
書
簡
が
送
ら
れ
た
発
端
は
︑
三
教
合
一
に
批

判
的
な
許
孚
遠
︵
浙
江
徳
清
の
人
︑
嘉
靖
四
十
一
年
進
士
︶
が
王
錫
爵
の
も
と
を
訪
ね
︑
管
志
道
の
﹃
易
﹄
の
解
釈
を
批
判
し
た
こ
と
に
よ
る
︒

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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許
孚
遠
の
管
志
道
批
判
を
受
け
て
︑
王
錫
爵
は
管
志
道
に
出
版
し
た
書
籍
を
改
訂
し
て
は
ど
う
か
と
書
簡
で
勧
め
た㉖
︒
王
錫
爵
の
書
簡
へ
の
返

信
と
し
て
︑
管
志
道
が
長
大
な
文
章
を
し
た
た
め
て
反
駁
し
た
の
が
こ
の
書
簡
で
あ
る
︒
全
体
と
し
て
は
王
錫
爵
の
助
言
へ
の
反
論
と
な
っ
て

い
る
が
︑
注
目
す
べ
き
は
書
簡
の
冒
頭
で
あ
る
︒

馬
齢
を
重
ね
て
実
証
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
︑
少
し
も
自
己
満
足
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
宴
会
の
中
で
四
書
五
経
に
関
す
る
疑
義
を
伺
う

た
び
に
︑
そ
の
場
で
は
納
得
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
︑
退
出
し
て
か
ら
い
つ
も
考
え
直
し
て
い
ま
す
︒
例
え
ば
﹃
尚
書
﹄
の
﹁
惟
危
惟
微
﹂
の
趣

旨
の
訂
正
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
弟
子
に
﹃
惕
若
斎
集
﹄
の
中
に
入
れ
る
よ
う
に
原
稿
を
渡
し
て
い
た
の
で
す
が
︑
ご
教
示
い
た
だ
い
て
か
ら
す
ぐ
に
印

刷
原
板
を
差
し
替
え
ま
し
た
︒
ま
た
﹃
師
門
求
正
牘
﹄
の
﹃
論
語
﹄
の
﹁
一
を
以
て
之
を
貫
く
﹂
お
よ
び
﹁
朝
に
道
を
聞
け
ば
﹂
の
二
つ
の
章
の
奥
義
を

説
明
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
︑
あ
な
た
は
く
ど
く
ど
し
い
と
感
じ
ら
れ
て
︑
ま
さ
し
く
わ
た
し
の
考
え
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
ご
指
摘
に
な
り
︑
印
刷
原

板
は
差
し
替
え
て
い
な
い
も
の
の
︑
大
変
反
省
し
て
お
り
ま
す㉗
︒

こ
こ
か
ら
︑
管
志
道
と
王
錫
爵
は
王
曇
陽
の
死
後
も
た
び
た
び
会
い㉘
︑
さ
ら
に
は
王
錫
爵
の
指
摘
に
よ
っ
て
管
志
道
が
自
ら
の
著
作
を
改
稿
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
関
係
性
が
窺
え
る
︒

さ
ら
に
管
志
道
は
政
治
的
に
も
王
錫
爵
に
対
し
て
融
和
的
で
あ
っ
た
︒
王
錫
爵
は
官
界
復
帰
後
︑
国
本
問
題㉙
で
東
林
党
の
人
々
な
ど
か
ら
激

し
い
批
判
を
浴
び
る
︒
し
か
し
︑
管
志
道
は
東
林
党
の
人
々
と
違
い
︑
国
本
問
題
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た㉚
︒
さ
ら
に
︑
万
暦

十
九
年
の
自
身
の
官
界
復
帰
に
対
し
て
︑
周
弘
禴
に
﹁
辺
材
﹂
と
し
て
妄
り
に
推
薦
さ
れ
て
し
ま
っ
た
気
ま
ず
さ
を
管
志
道
は
王
錫
爵
の
窮
状

と
ダ
ブ
ら
せ
た
︒
管
志
道
に
よ
れ
ば
︑
明
朝
の
決
め
ら
れ
た
制
度
を
守
る
べ
き
だ
と
い
う
上
奏
文
を
し
た
た
め
た
自
分
が
︑
制
度
の
乱
用
に
よ

っ
て
復
職
す
る
こ
と
で
責
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
王
錫
爵
が
奪
情
問
題
で
気
骨
の
あ
る
人
々
を
助
け
て
名
声
を
高
め
た
の
に
︑
内
閣

大
学
士
と
し
て
今
は
気
骨
の
あ
る
人
々
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る
の
と
同
様
だ
と
い
う㉛
︒
管
志
道
は
国
本
問
題
で
攻
撃
の
的
に
な
っ
て
い
る
王
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錫
爵
に
同
情
し
︑
よ
っ
て
趙
用
賢
や
顧
憲
成
と
異
な
り
王
錫
爵
の
行
動
を
批
判
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
で
復
職
活
動
を

展
開
し
︑
王
錫
爵
の
名
声
の
急
落
の
さ
な
か
に
官
界
を
離
れ
た
管
志
道
の
政
治
人
生
は
︑
王
錫
爵
の
浮
沈
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

①

管
志
道
の
出
身
地
は
太
倉
で
あ
る
が
︑
呉
孟
謙
︵
二
〇
一
七
︶
が
指
摘
す
る
よ

う
に
官
僚
に
な
っ
た
後
は
蘇
州
府
城
内
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
︒

②

王
世
貞
﹁
序
﹂
﹁
吾
固
知
登
之
必
終
見
庸
也
︒
﹂

③

張
浩
﹁
綴
言
﹂
﹁
比
江
陵
敗
︑
諸
君
子
翩
翩
上
︑
不
次
晋
階
︑
而
独
師
屢
薦
不

召
︑
雖
被
旨
復
憲
銜
︑
而
猶
投
間
田
間
︒
嗟
乎
︑
嗟
乎
︒
師
何
不
辰
而
始
蹈
寧
兪

之
愚
︑
継
淪
介
之
推
之
不
及
賞
也
︒
且
師
以
憲
臣
投
劾
︑
而
主
計
者
乃
鹺
司
註
考
︑

開
国
二
百
余
年
︑
曽
有
憲
体
而
謫
官
︑
未
抵
任
而
被
察
者
乎
︒
祖
宗
黜
陟
之
例
︑

已
為
主
計
者
所
破
矣
︒
而
今
動
以
破
大
察
例
為
嫌
︑
海
内
賢
豪
︑
所
為
扼
腕
而
不

平
者
也
︒
﹂

④

張
鼎
思
﹁
題
﹂
﹁
自
江
陵
事
敗
︑
諸
君
子
如
茅
斯
抜
︑
登
之
独
以
妨
大
計
例
︑

屢
薦
不
召
︑
近
乃
復
其
僉
臬
職
銜
而
已
︒
夫
謂
大
計
之
不
可
易
者
︑
為
其
当
也
︒

如
張
子
所
称
︑
憲
臣
投
劾
︑
而
鹺
司
註
考
︑
持
憲
体
而
謫
官
︑
未
抵
任
而
被
察
︑

当
乎
不
当
乎
︒
且
登
之
当
時
以
疾
去
︑
果
疾
乎
︑
非
疾
而
去
以
疾
︑
是
大
計
誤
於

前
也
︒
誤
以
疾
去
︑
而
終
不
以
非
疾
復
︑
是
大
計
怙
於
後
也
︒
凡
大
計
所
輊
︑
有

謫
有
黜
而
復
陞
者
︑
不
可
屈
指
︑
然
人
未
嘗
以
後
之
陞
為
妨
前
之
謫
︑
則
黜
而
復

用
者
︑
亦
豈
得
以
後
之
用
為
妨
前
之
黜
哉
︒
江
陵
之
啣
諸
君
子
也
︑
調
旨
永
棄
矣
︒

今
皆
召
用
靡
遺
︑
而
登
之
乃
不
得
於
主
計
者
︑
豈
主
計
者
更
金
石
於
上
旨
哉
︒
則

是
江
陵
拙
於
処
諸
君
子
︑
而
工
於
処
登
之
也
︒
﹂

⑤

﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
一
五
七
︑
万
暦
十
三
年
正
月
丁
酉
条
︒

⑥

﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
一
六
九
︑
万
暦
十
三
年
十
二
月
丁
卯
朔
条
︒

⑦

張
浩
﹁
綴
言
﹂
﹁
諸
薦
剡
中
︑
有
謂
究
明
心
学
者
︵
傅
御
史
光
宅
︶
︑
有
謂
大
有

経
済
者
︵
李
給
事
弘
道
︶
︑
有
謂
学
伊
洛
而
才
賈
董
者
︵
顧
御
史
雲
程
︶
︑
有
謂
為

天
下
人
心
之
所
属
者
︵
李
御
史
琯
︶
︑
而
南
科
所
称
学
求
為
己
志
不
干
時
︑
状
師

尤
真
︵
王
給
事
嗣
羨マ

マ

︶
︒
﹂

⑧

隆
慶
三
年
︵
一
五
六
九
︶
に
穆
宗
︵
在
位
：
一
五
六
六
～
一
五
七
二
︶
の
怒
り

を
買
っ
て
廷
杖
さ
れ
て
い
る
︒

⑨

張
浩
﹁
補
綴
﹂
﹁
江
陵
敗
後
︑
天
子
勤
政
︑
百
工
献
規
︑
所
施
設
採
九
事
中
︑

規
画
独
釐
巡
按
条
与
論
風
紀
二
疏
︑
格
於
勢
重
︒
而
頃
都
御
史
詹
公
上
書
︑
請
申

飭
御
史
出
巡
憲
綱
事
宜
凡
十
二
款
︑
与
師
意
不
謀
而
合
︑
蒙
旨
覆
行
︒
詹
公
在
朝
︑

忤
旨
廷
杖
︑
今
方
荷
殊
擢
︑
図
報
称
︑
而
其
靖
献
也
惓
惓
於
是
︒
然
則
我
師
往
日

所
陳
︑
詎
可
弁
髦
之
乎
︒
﹂

⑩

同
様
の
見
解
は
馮
時
可
﹁
序
﹂
に
も
見
ら
れ
る
︒
﹁
江
陵
捐
館
︑
天
子
亦
喟
然

遷
思
回
慮
︑
攬
万
機
︑
勤
講
学
︑
広
言
路
︑
皆
実
君
所
言
︑
而
宗
室
・
河
漕
・
辺

防
・
貢
挙
諸
議
︑
亦
駸
駸
次
第
施
行
︒
﹂

⑪

﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
一
八
九
︑
万
暦
十
五
年
八
月
戊
寅
条
︒

⑫

﹃
文
章
辨
体
彙
選
﹄
巻
六
二
四
所
収
︒
た
だ
し
︑
﹃
紀
録
彙
編
﹄
本
の
節
略
で

あ
る
︒
な
お
︑
﹃
星
変
志
﹄
の
記
述
や
内
容
は
﹃
神
宗
実
録
﹄
の
奪
情
問
題
に
関

す
る
記
事
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
︒
﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
六
八
︑
万
暦
五
年
十
月
辛

丑
条
︑
乙
巳
条
︑
巻
七
〇
︑
万
暦
五
年
十
二
月
癸
未
朔
条
参
照
︒

⑬

丁
仁
﹃
八
千
巻
楼
書
目
﹄
巻
四
︑
史
部
︑
雑
誌
類
﹁
弇
山
堂
別
集
一
百
巻
︵
明

王
世
貞
撰
︑
紀
録
彙
編
本
︶
定
浙
二
乱
志
一
巻
︵
明
王
世
貞
撰
︑
紀
録
彙
編
本
︶

錦
衣
志
一
巻
星
変
志
一
巻
︵
明
王
世
貞
撰
︑
紀
録
彙
編
本
︶
︒
﹂
﹃
紀
録
彙
編
﹄
で

は
王
世
貞
﹃
錦
衣
志
﹄
の
次
に
﹃
星
変
志
﹄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
許
建

平
︵
二
〇
一
二
︶
に
﹃
星
変
志
﹄
の
書
名
は
見
え
な
い
︒

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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⑭

﹃
星
変
志
﹄
︵
﹃
紀
録
彙
編
﹄
本
︶
は
﹁
四
公
言
﹂
か
ら
廷
杖
描
写
が
始
ま
る
︒

四
公
と
は
呉
中
行
・
趙
用
賢
・
艾
穆
・
沈
思
孝
を
指
す
︒

⑮

艾
穆
﹃
艾
熙
亭
先
生
文
集
﹄
巻
四
﹁
恩
譴
記
﹂
﹁
余
思
︑
昔
竄
時
︑
感
馬
宗

伯
・
王
学
士
・
張
廉
訪
三
公
義
甚
髙
︒
宗
伯
入
政
府
︑
未
久
世
︒
余
在
謪
所
︑
哭

之
︑
僅
一
申
誄
焉
︒
学
士
今
居
政
府
︑
廉
訪
為
少
司
農
卿
︒
若
三
公
者
︑
余
何
以

報
也
︒
憂
居
中
︑
為
恩
譴
記
︑
紀
其
事
︑
付
児
曹
蔵
之
︑
令
子
孫
有
徴
焉
︒
﹂
張

国
彦
︵
張
廉
訪
︶
は
万
暦
十
三
年
八
月
～
十
四
年
九
月
に
戸
部
右
侍
郎
︑
十
四
年

九
月
～
十
五
年
四
月
に
戸
部
左
侍
郎
だ
っ
た
︒
艾
穆
の
丁
憂
の
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
︑
﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
一
三
八
︑
万
暦
十
一
年
六
月
庚
午
条
に
﹁
陞
四
川
僉
事

艾
穆
為
光
禄
寺
少
卿
︒
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
巻
一
九
九
︑
万
暦
十
六
年
六
月
辛
未
条

に
は
﹁
起
原
任
少
卿
艾
穆
光
禄
寺
少
卿
︒
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
﹃
神
宗
実
録
﹄
巻
一

六
四
︑
万
暦
十
三
年
八
月
庚
申
条
に
﹁
兵
科
給
事
中
李
弘
道
請
録
用
五
臣
︒
謂
呉

中
行
・
趙
用
賢
・
沈
思
孝
・
艾
穆
・
鄒
元
標
也
︒
章
下
所
司
︒
﹂
と
あ
り
︑
万
暦

十
三
年
八
月
時
点
で
艾
穆
ら
は
政
治
の
表
舞
台
に
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑯

翰
林
官
の
美
化
も
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
趙
用
賢
ら
四
人
が
廷
杖
に
引
き
立
て

ら
れ
た
と
き
︑
﹃
星
変
志
﹄
で
は
艾
穆
・
沈
思
孝
と
い
う
刑
部
の
二
人
が
罵
詈
雑

言
を
吐
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
艾
穆
﹁
恩
譴
記
﹂
で
は
趙
用
賢
・
沈
思
孝
の
二

人
が
罵
詈
雑
言
を
吐
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

⑰

南
直
隷
無
錫
の
人
︒
嘉
靖
年
間
の
工
部
尚
書
秦
金
の
孫
で
中
書
舎
人
だ
っ
た
︒

呉
中
行
・
趙
用
賢
が
後
事
を
託
し
た
た
め
左
遷
さ
れ
る
︒
趙
用
賢
﹃
松
石
斎
集
﹄

巻
一
二
﹁
中
書
舎
人
秦
君
汝
立
墓
表
﹂
︑
呉
中
行
﹃
賜
余
堂
集
﹄
巻
一
二
﹁
徴
仕

郎
中
書
舎
人
余
山
秦
君
墓
誌
銘
﹂
参
照
︒

⑱

呉
中
行
﹃
賜
余
堂
集
﹄
巻
一
二
﹁
徴
仕
郎
中
書
舎
人
余
山
秦
君
墓
誌
銘
﹂
﹁
昔

予
丁
丑
事
︑
周
旋
患
難
︑
惟
君
与
朱
君
嘉
得
両
人
耳
︒
君
以
失
官
得
名
︑
而
朱
君

則
無
咎
︑
故
無
誉
︒
﹂
朱
嘉
が
何
者
か
は
不
明
だ
が
︑
お
そ
ら
く
号
は
盤
石
で
あ

る
︒
呉
中
行
﹃
賜
余
堂
集
﹄
巻
一
四
﹁
祭
朱
盤
石
文
﹂
参
照
︒

⑲

本
章
註
⑮
参
照
︒
馬
自
強
は
奪
情
問
題
当
時
の
礼
部
尚
書
︒
﹁
恩
譴
記
﹂
に
よ

れ
ば
︑
艾
穆
が
国
子
監
で
働
い
て
い
た
こ
ろ
︑
馬
自
強
・
王
錫
爵
か
ら
目
を
か
け
ら

れ
て
い
て
︑
奪
情
批
判
の
上
奏
を
提
出
後
に
二
人
に
見
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
激
励
さ
れ
た

と
い
う
︒
ま
た
︑
廷
杖
後
︑
王
錫
爵
か
ら
手
紙
と
旅
費
が
届
い
た
と
い
う
︒
張
国
彦

は
万
暦
六
～
八
年
に
陝
西
右
布
政
使
で
あ
り
︑
発
戍
さ
れ
て
き
た
艾
穆
を
厚
遇
し
た
︒

⑳

王
錫
爵
が
張
居
正
奪
情
問
題
で
名
声
を
高
め
︑
そ
の
名
声
に
よ
っ
て
入
閣
し
た

こ
と
を
自
任
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
王
天
有
︵
一
九
八
四
︶
参
照
︒

㉑

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
四
﹁
勅
封
安
人
先
妣
銭
氏
壙
記
﹂﹁
越
乙
酉
︑
吾
婁
少

宗
伯
荊
石
王
公
以
大
拝
起
家
︒
公
初
与
不
肖
同
以
左
袒
被
杖
諸
君
子
︑
得
罪
江
陵

者
也
︒
于
時
亦
有
台
省
官
︑
為
不
肖
噓
死
灰
者
︑
旋
以
讒
沮
︑
獲
復
憲
銜
以
休
︒
﹂

㉒

王
曇
陽
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
は

W
altner︵
一
九
八
七
︶
で
あ
る
︒
ま
た
︑
管

志
道
の
王
曇
陽
信
仰
に
つ
い
て
は
荒
木
︵
一
九
七
九
︶
︑
張
芸
曦
︵
二
〇
一
一
︶
参
照
︒

㉓

一
五
四
三
～
一
六
〇
四
︑
浙
江
鄞
県
の
人
︑
万
暦
五
年
進
士
︒
当
時
は
南
直
隷

青
浦
知
県
︒
屠
隆
の
王
曇
陽
信
仰
に
つ
い
て
は
張
芸
曦
︵
二
〇
一
一
︶
参
照
︒

㉔

南
直
隷
常
熟
の
人
︒
隆
慶
年
間
の
礼
部
左
侍
郎
瞿
景
淳
の
息
子
で
管
志
道
の
弟

子
で
あ
る
︒

㉕

王
錫
爵
﹃
王
文
粛
公
文
集
﹄
巻
一
四
﹁
管
東
溟
僉
事
﹂
︒

㉖

管
志
道
﹃
続
問
辨
牘
﹄
巻
一
﹁
答
王
相
国
荊
石
公
亢
龍
説
﹂
﹁
来
書
略
云
︑
昨

許
敬
菴
見
過
︑
大
以
亢
龍
一
解
為
未
安
︒
兄
既
努
力
此
事
︑
不
妨
虚
心
博
証
︑
雖

刊
板
已
行
︑
或
尚
可
刪
竄
也
︑
如
何
︒
云
云
︒
﹂

㉗

管
志
道
﹃
続
問
辨
牘
﹄
巻
一
﹁
答
王
相
国
荊
石
公
亢
龍
説
﹂
﹁
犬
馬
之
歯
衰
矣
︑

博
証
或
有
所
未
能
︑
而
心
則
不
敢
一
毫
自
満
︑
毎
従
清
讌
中
︑
聆
経
書
疑
義
︑
雖

一
時
未
必
面
諾
︑
而
退
後
未
嘗
不
反
覆
沈
思
也
︒
如
訂
尚
書
危
微
之
旨
︑
已
付
門

人
梓
入
惕
若
斎
集
中
︑
聞
教
即
易
其
板
︑
又
如
求
正
牘
中
︑
所
演
魯
論
一
貫
・
朝

聞
両
章
奥
義
︑
翁
嫌
其
話
頭
覚
多
︑
正
点
着
腐
心
之
不
自
慊
処
︑
板
雖
未
易
︑
而

内
訟
之
意
弥
深
也
︒
﹂

㉘

万
暦
二
十
三
年
︵
一
五
九
五
︶
以
降
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
簡
の
中
で
王

錫
爵
は
管
志
道
と
最
近
は
あ
ま
り
会
え
ず
に
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
王
錫
爵
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﹃
王
文
粛
公
文
集
﹄
巻
二
七
﹁
周
二
魯
尚
宝
﹂
﹁
苫
次
杜
門
︑
管
登
之
更
不
得
数

会
︑
然
不
孝
業
有
成
言
︒
此
兄
立
身
持
論
︑
畢
竟
是
一
代
人
豪
︑
所
謂
卿
不
知
我
︑

我
自
知
卿
︑
来
日
尚
長
︑
非
用
世
︑
即
出
世
︑
無
不
得
也
︒
﹂

㉙

神
宗
は
第
三
子
の
生
母
鄭
貴
妃
を
寵
愛
し
︑
第
一
子
を
皇
太
子
に
な
か
な
か
立

て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
事
態
の
責
任
を
内
閣
に
求
め
る
東
林
党
が
激
し
い

内
閣
批
判
を
行
っ
た
︒
謝
国
禎
︵
一
九
三
四
︶
︑
小
野
︵
一
九
九
六
︶
参
照
︒

㉚

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
二
﹁
答
焦
状
頭
漪
園
丈
書
︵
庚
寅
︶
﹂
﹁
国
本
之
定
有

時
︑
正
不
足
以
為
慮
也
︒
﹂

㉛

管
志
道
﹃
惕
若
斎
集
﹄
巻
二
﹁
托
涂
侍
御
念
東
年
兄
辞
官
書
︵
壬
辰
︶
﹂
﹁
事
有

因
果
︒
弟
非
借
憲
綱
︑
則
帰
不
明
︒
然
今
日
起
官
而
受
責
備
者
︑
亦
以
憲
綱
也
︒

正
如
娄
東
相
公
︑
非
借
気
節
諸
君
子
︑
則
出
不
重
︑
然
多
年
作
相
而
受
責
備
者
︑

亦
以
気
節
諸
君
子
也
︒
﹂

お

わ

り

に

本
稿
で
は
﹃
奏
疏
稿
﹄
序
文
を
手
が
か
り
に
︑
張
居
正
奪
情
問
題
と
管
志
道
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
︒
管
志
道
は
奪
情
問
題
で
敢
然
と
張

居
正
に
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
︑
求
職
中
で
あ
る
こ
と
を
盾
に
し
て
保
身
を
優
先
し
た
︒
し
か
し
︑
廷
杖
を
受
け
た
趙
用
賢
か
ら
恩
義

を
受
け
て
い
た
立
場
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
ら
の
保
身
を
優
先
し
た
こ
と
は
︑
後
の
管
志
道
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
だ
け
を
守
る
と
い
う
管
志
道
の
理
想
世
界
で
あ
れ
ば
︑
日
和
見
と
い
う
謗
り
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑

張
居
正
奪
情
問
題
と
い
う
政
治
的
体
験
が
管
志
道
に
主
体
的
に
政
治
を
行
っ
て
い
く
士
大
夫
と
し
て
の
自
信
を
喪
失
さ
せ
た
︒
管
志
道
の
理
想

世
界
は
︑
士
大
夫
の
政
治
に
お
け
る
責
任
と
い
う
重
圧
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

と
は
い
え
︑
万
暦
八
年
に
罷
免
さ
れ
て
帰
郷
し
た
後
の
管
志
道
は
︑
決
し
て
内
面
性
を
高
め
て
地
域
社
会
や
学
究
生
活
に
埋
没
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
︒
万
暦
十
二
年
の
王
錫
爵
の
官
界
復
帰
を
契
機
と
し
て
︑
管
志
道
は
復
職
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
︒
復
職
活
動
の
中
で
管

志
道
が
試
み
た
奪
情
問
題
に
お
け
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
張
浩
﹁
綴
言
﹂
で
あ
る
︒
﹁
綴
言
﹂
の
管
志
道
は
趙

用
賢
ら
の
相
談
役
で
あ
り
︑
廷
杖
を
受
け
た
人
々
の
支
援
者
で
あ
り
︑
張
居
正
の
政
治
の
被
害
者
で
あ
り
︑
今
の
政
府
の
同
調
者
で
あ
っ
た
︒

復
職
活
動
が
展
開
さ
れ
た
結
果
︑
管
志
道
の
按
察
司
僉
事
の
肩
書
は
復
活
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
管
志
道
の
復
職
活
動
の
契
機
と
な
っ
た

王
錫
爵
の
名
声
は
国
本
問
題
で
急
落
し
︑
王
錫
爵
と
政
治
的
立
場
が
近
似
し
て
い
た
管
志
道
は
官
界
と
決
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
管
志
道
に

は
万
暦
年
間
の
党
争
の
幕
開
け
の
時
代
に
お
い
て
処
世
に
奔
走
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
俗
っ
ぽ
い
小
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
こ

管志道の思想形成と政治的立場（岩本）
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そ
︑
士
大
夫
と
し
て
の
自
分
へ
の
自
信
の
喪
失
や
士
大
夫
そ
の
も
の
へ
の
不
信
を
感
じ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
点
が
奪
情
問
題
で

廷
杖
を
受
け
た
趙
用
賢
や
後
の
東
林
党
の
人
々
と
管
志
道
の
分
か
れ
目
だ
っ
た
と
も
い
え
る
︒

は
じ
め
に
で
触
れ
た
余
英
時
︵
二
〇
〇
四
︶
は
︑
明
代
の
士
大
夫
は
廷
杖
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
皇
帝
の
暴
力
的
手
段
に
抑
圧
さ
れ
︑
宋
代

の
士
大
夫
が
持
っ
て
い
た
政
治
的
主
体
と
し
て
の
自
信
を
失
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
張
居
正
奪
情
問
題
を
通
し
て
士
大
夫
と
し
て
の
自
信
を
失

い
︑
士
大
夫
と
し
て
の
責
任
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
た
管
志
道
の
行
動
は
そ
の
一
類
型
と
見
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
管
志
道
の

理
想
と
す
る
世
界
は
︑
﹃
従
先
維
俗
議
﹄
に
お
い
て
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
︑
﹁
洪
武
帝
が
定
め
た
法
に
従
っ
て
︑
天
子
か
ら
庶
民
に
至

る
ま
で
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
秩
序
付
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
だ
け
を
遂
行
し
て
越
権
行
為
を
し
な
い
﹂
と
い

う
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
皇
帝
︑
そ
れ
も
強
権
的
な
洪
武
帝
が
定
め
た
法
が
理
想
世
界
を
担
保
す
る
存
在
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
も
し

管
志
道
が
単
純
に
皇
帝
権
力
に
圧
力
の
み
を
感
じ
て
い
た
の
な
ら
︑
権
力
を
あ
る
程
度
分
散
さ
せ
る
と
い
う
東
林
党
の
よ
う
な
理
想
を
掲
げ
る

こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
管
志
道
は
そ
の
道
を
選
ば
な
か
っ
た
︒
管
志
道
の
張
居
正
奪
情
問
題
に
お
け
る
行
動
や
後
に
提

唱
す
る
理
想
世
界
は
︑
強
権
的
な
政
治
か
ら
の
単
純
な
逃
避
と
い
う
よ
り
も
︑
政
治
の
現
実
と
自
己
の
士
大
夫
意
識
の
相
克
と
そ
こ
か
ら
の
逃

避
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
に
お
い
て
は
︑
管
志
道
の
理
想
世
界
の
う
ち
︑
後
段
部
分
の
﹁
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
だ
け
を
遂
行
し
て
越
権
行
為
を
し
な

い
﹂
と
い
う
部
分
の
形
成
を
論
じ
た
︒
し
か
し
︑
前
段
部
分
︑
特
に
洪
武
帝
の
法
の
顕
彰
に
関
し
て
い
え
ば
︑
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
時
期
の
管

志
道
は
洪
武
帝
を
特
に
崇
拝
す
る
よ
う
な
言
説
は
と
っ
て
お
ら
ず
︑
万
暦
二
十
年
前
後
の
管
志
道
の
言
動
や
社
会
事
象
を
見
て
い
く
必
要
が
あ

る
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
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The Formation of Guan Zhidaoʼs Thought and Political Stance,

Focusing on His Attitude towards the Issue of Zhang Juzhengʼs

Filial Mourning in 1577 and Its Aftermath

by

IWAMOTO Marie

In order to understand the factors that sustained the monarchy in Pre-

modern China, this essay focuses on Guan Zhidao 管志道 (1536-1608), a

scholar bureaucrat in the late Ming. He argued that all people should obey

laws issued by the Son of Heaven and scholar bureaucrats should not play

an active role in the political sphere. Chiefly using the prefaces in a

collection of Guanʼs memorials known as the Zouyigao奏議稿, this paper

explains the relation between the formation of Guanʼs thought and his

political stance regarding the issue of filial mourning by Zhang Juzheng張居

正 (1525-1582) in 1577 and thereafter.

In 1577, Zhang Juzheng, a Chief Grand Secretary who was politically

powerful, lost his father. According to Ming law, Zhang was required to

leave the court and return to his hometown in order to practice filial

mourning for three years, but Zhang ventured not to do so. He had the

emperor order him not to practice filial mourning. Five officials who

belonged to Hanlin Academy and Ministry of Justice then opposed this

move, but they were punished at court with a caning of from sixty to eighty

strokes and seriously injured. After Zhangʼs death, the five officials who had

been beaten were reinstated and promoted. According to the previous

studies, Guan also lost his official post over this matter and thereafter he

devoted himself to a scholarly life unconnected to the political sphere.

The prefaces of Zouyigao show Guanʼs stance on the issue of filial

mourning. One preface titled Wanyanshucaozhuiyan 万言書草綴言, whose

author was Zhang Hao 張浩, a disciple of Guan, shows that Guan was a

consultant and a supporter to the anti-Zhang officials. But he did not offer

direct opposition to Zhang and insisted that he had no official post and no

responsibility to speak out. At that time, Guan was waiting for a vacant post

in Beijing, so he did not wish to openly oppose Zhang, but on the other hand,
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some of the anti-Zhang officials were closely related to him. For example,

Zhao Yongxian 趙用賢 (1535-1596), a Hanlin Academy official who was caned

at court, employed Guan as a tutor for his family. It must be admitted that

Guan had tried to protect himself during the strife over the issue of Zhangʼs

filial mourning and this experience caused him to lose confidence in his

position that scholar bureaucrats had responsibility for political matters.

Thus, in order to escape responsibility as a scholar bureaucrat, he ultimately

came to advocate that scholar bureaucrats should act as subordinates to the

Son of Heaven and should not play an active role in politics.

After Zhangʼs death in 1582, Guan started to call for his own

reinstatement. He had his acquaintances write prefaces to his memorials in

order to embellish his image in the dispute over filial mourning. At that

time, many scholar bureaucrats honored not only the five officials who had

been beaten but also other officials who took a critical stance toward Zhang

over the filial mourning issue, even if they had not been punished. This

situation was brought about by the reinstatement of Wang Xijue 王錫爵

(1534-1614) in 1584. Wang had criticized Zhang over the issue of filial

mourning and resigned afterward. Wangʼs reinstatement with full honors

spurred Guanʼs call for reinstatement. This was due to the fact that Guan

and Wang were from the same hometown of Taicang 太倉, and they had a

close relation through their religious faith in Wangʼs daughter Wang

Tanyang 王曇陽. After her death in 1580, Guan and Wang still kept in close

communication. Wang later became a Grand Secretary, but he gradually lost

the favorable reputation he had garnered as an opponent of Zhang due to

disputes over the selection of a successor to the emperor. This outcome

influenced Guanʼs political circumstances. Guan finally left the political

sphere because of their close political stance.

Guanʼs political failures created a gap that separated his political thought

from that of other famous scholar bureaucrats of the Donglin party 東林党

who believed that they should play an active role in the political matters.
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