
東
方
學
報

京
都
第
九
六
册

(二
〇
二
一
)
：
三
一
-五
八
頁

口

傳

と

下

批

︱
︱
�
鮮
時
代
に
お
け
る
王
命
出
�
の
手
續
き
︱
︱

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

口
傳
問
安

二

口
傳
下
敎

三

批
答
・
擧
條
・
備
忘
記

四

落
點
と
下
批

五

單


下
批

六

口
傳
と
政
批

七

口
傳
と
落
點

八

口
傳
�
下
と
口
傳
下
批

お
わ
り
に

31



は

じ

め

に

官
職
の
任
免
に
は
嚴
格
な
手
續
き
が
�
う
︒
し
か
し
そ
れ
は
極
め
て
頻
繁
に
行
わ
れ
る
た
め
に
︑
す
べ
て
の
官
職
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
嚴
格

な
手
續
き
を
踏
ま
え
て
い
て
は
效
�
が
惡
い
︒
こ
の
た
め
�
鮮
時
代
に
お
い
て
︑
五
品
以
下

(な
い
し
七
品
以
下
)
の
中
�
・
下
�
の
官
職
に
つ

い
て
は
︑
�
宜
上
︑
略
式
の
任
命
手
續
き
を
取
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
︒

そ
の
�
い
は
︑
端
�
に
は
官
職
の
任
命
狀
で
あ
る
﹁
吿
身
﹂
の
樣
式
に
表
れ
て
く
る
︒
こ
の
た
め
︑
吿
身

(な
い
し
�
謝
�
書
)
に
つ
い
て
は

早
く
か
ら
內
外
の
硏
究
者
た
ち
が
精
力
�
に
硏
究
を
�
め
て
お
り
︑
特
に
�
年
に
お
い
て
は
朴
宰
佑
氏
︑
沈
永
煥
氏
︑
朴
成
鎬
氏
︑
川
西
裕
也

氏
ら
が
目
覺
ま
し
い
硏
究
成
果
を
收
め
て
い
る(1

)

︒

と
は
い
え
︑
殘
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
︒
吿
身
の
樣
式
に
は
︑
な
る
ほ
ど
官
職
任
命
の
手
續
き
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に

示
さ
れ
た
王
命

(下
批
)
の
成
立
の
�
 

︱
︱
具
體
�
に
は
︑
國
王
と
人
事
擔
當
部
局

(政
曹
)
と
の
閒
で
"
り
取
り
さ
れ
る
人
事
案
の
擬

定
・
承
#
の
プ
ロ
セ
ス
︱
︱

は
︑
必
ず
し
も
吿
身
の
分
析
だ
け
か
ら
は
$
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
吿
身

(な
い
し
�
謝
�
書
)
そ
の
も
の
の
分
析
よ
り
は
︑
む
し
ろ
そ
の
%
段
階
に
お
け
る
人
事
擔
當
部
局

(政
曹
)

と
國
王
と
の
閒
の
"
り
取
り
に
焦
點
を
&
っ
て
事
柄
の
一
端
を
$
ら
か
に
し
た
い
︒

國
王
か
ら
人
事
擔
當
部
局

(政
曹
)
に
下
さ
れ
る
王
命
は
︑
具
體
�
に
は
﹁
口
傳
﹂
も
し
く
は
﹁
下
批
﹂
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
傳
'
さ
れ

る
︒
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
實
態
に
つ
い
て
︑
廣
く
﹁
王
命
出
�(2

)

﹂
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
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一

口

傳

問

安

口
傳
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
︑
口
頭
で
傳
'
す
る
こ
と
で
あ
る
が(3

)

︑
こ
の
言
葉
は
臣
下
の
上
言
に
つ
い
て
も
︑
ま
た
王
命
の
下
'
に
つ
い
て

も
用
い
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
臣
下
が
國
王
に
對
し
て
ご
機
Ä
伺
い
の
﹁
問
安(4

)

﹂
を
行
う
場
合
︑
口
頭
で
行
う
問
安
は
﹁
口
傳
問
安
﹂
と
い
い
︑

�
書
で
行
う
問
安
は
﹁
單
子
問
安
﹂
と
い
う
が
︑
い
ず
れ
も
臣
下
と
國
王
と
が
直
接
對
面
し
て
行
う
わ
け
で
は
な
く
︑
)
常
は
宦
官

(も
し
く

は
內
僚

(
5
)

)
が
取
り
*
ぎ
役
と
な
っ
て
︑
國
王
へ
の
ご
機
Ä
伺
い
の
言
葉
を
閒
接
�
に
傳
'
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
例
と
し
て
︑
王
�
末
+
の
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
六
典
條
例
﹄
(高
宗
四
年
︑
一
八
六
七
︑
印
行
)
の
記
営
を
見
る
と
︑
國
王
・
王
大
妃
・
王

妃
な
ど
の
,
辰
に
際
し
︑
國
王
の
子
供
た
ち

(大
君
・
王
子
君
)
や
宗
親

(王
族
)
の
人
々
は
宮
中
に
出
向
い
て
承
傳
色

(取
り
*
ぎ
係
の
宦
官
)
を

呼
び
︑
承
傳
色
を
介
し
て
國
王
に
ご
機
Ä
伺
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
る
︒
た
だ
し
︑
宗
親

(王
族
)
に
よ
る
每
.
朔


の
問
安
に
つ
い
て
は
︑

正
式
に
�
書

(單
子
)
で
ご
機
Ä
伺
い
を
行
う
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る(6

)

︒

ま
た
︑﹃
六
典
條
例
﹄
に
見
え
る
承
政
院
の
定
例
行
事

(
.
令
)
に
よ
る
と
︑
正
.
二
十
二
日
の
﹁
王
大
妃
殿
,
日

(
憲
宗
・
$
憲
王
后
洪
氏
)
﹂
︑

三
.
二
十
三
日
の
﹁
大
妃
殿
,
日

(哲
宗
・
哲
仁
王
后
金
氏
)
﹂︑
七
.
二
十
五
日
の
﹁
大
殿
,
日

(高
宗
)
﹂︑
九
.
二
十
五
日
の
﹁
中
宮
殿
,
辰

(高
宗
・
$
成
王
后
閔
氏
)
﹂︑
十
二
.
初
六
日
の
﹁
大
王
大
妃
殿
,
辰

(
0
宗
・
神
貞
王
后
趙
氏
)
﹂
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
臣
下
よ
り
當
殿

(
,
日
を
2
え

た
當
人
)
に
﹁
單
子
問
安
﹂
を
行
い
︑
他
の
各
殿

(王
族
)
に
對
し
て
も
﹁
問
安
﹂
を
行
う(7

)

︒
ま
た
正
.
初
一
日
の
﹁
正
�
﹂︑
十
一
.
の
﹁
冬

至
﹂︑
十
二
.
三
十
日
の
﹁
除
夕
﹂
に
も
各
殿
に
﹁
單
子
問
安
﹂
を
行
う(8

)

︑
と
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
單
に
﹁
問
安
﹂
と
い
う
場
合
は
﹁
口
傳
問

安
﹂
の
こ
と
を
4
味
し
て
い
る
︒
﹃
六
典
條
例
﹄
の
承
政
院
︑
總
例
の
項
に
︑

,
日
の
問
安
は
︑
當
殿
は
單
子
︑
各
殿
は
口
傳
︒

口 傳 と 下 批
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と
あ
る
の
が
そ
の
證
據
で
あ
る(

9
)

︒

こ
の
よ
う
に
︑
國
王

(
5
び
王
族
)
へ
の
ご
機
Ä
伺
い

(問
安
)
に
は
口
頭
に
よ
る
も
の
と
�
書

(單
子
)
に
よ
る
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た

が
︑
こ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
正
式
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
,
日
の
問
安
が
﹁
當
殿
は
單
子
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
$
ら
か
な
と
お
り
︑
﹁
單
子
﹂

に
よ
る
も
の
が
正
式
で
あ
っ
て
︑
﹁
口
傳
﹂
に
よ
る
も
の
は
そ
の
省
略
形
に
す
ぎ
な
い
︒

つ
い
で
に
︑﹁
單
子
問
安
﹂
に
關
す
る
一
つ
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
英
祖
�
の
こ
ろ
︑
宮
中
に
は
宣
祖

御
筆
の
﹁
蘭
竹
屛
﹂
が
傳
わ
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
ら
は
﹁
問
安
單
子
﹂︑﹁
供
上
單
子
﹂︑﹁
肅
拜
單
子
﹂
な
ど
の
日
常
�
な
�
書
の
紙
背

(裏
紙
)

に
描
か
れ
て
い
た(

10
)

︒
こ
れ
ら
は
臣
下
か
ら
國
王
に
對
し
て
日
常
�
に
提
出
さ
れ
る
﹁
書
付
け
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
後
に
廢
棄
さ
れ
︑

も
し
く
は
漉
き
9
さ
れ
て
再
利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い(11

)

︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
單
子
の
紙
背

(裏
紙
)
に
宣
祖
が
﹁
蘭
﹂
や

﹁
竹
﹂
の
繪
を
描
い
て
手
慰
み
と
し
て
い
た
の
で
︑
そ
れ
ら
を
屛
風
に
仕
立
て
た
も
の
が
英
祖
�
の
こ
ろ
ま
で
宮
中
に
現
に
傳
存
し
て
い
た
︑

と
い
う
の
で
あ
る
︒

國
王
の
日
常
生
活
を
う
か
が
わ
せ
る
面
白
い
:
料
で
あ
る
が
︑
と
も
か
く
︑
こ
こ
で
は
國
王
の
も
と
に
︑
臣
下
か
ら
の
ご
機
Ä
伺
い
で
あ
る

﹁
問
安
單
子
﹂
そ
の
他
が
日
常
�
に
︑
か
つ
大
量
に
;
り
屆
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
#
す
れ
ば
用
は
足
り
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
ら
を
い
ち

い
ち
紙

(單
子
)
に
記
し
て
い
て
は
不
經
濟
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ
を
省
略
し
て
口
頭
の
傳
'
で
濟
ま
せ
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が

い
わ
ゆ
る
﹁
口
傳
問
安
﹂︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

二

口

傳

下

敎

%
<
に
檢
討
し
た
口
傳
問
安
は
︑
臣
下
か
ら
國
王
に
對
し
て
問
安
の
4
を
﹁
口
傳
﹂
す
る
例
で
あ
る
が
︑
=
に
國
王
か
ら
臣
下
に
對
し
︑
承
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傳
色

(宦
官
)
や
司
謁

(
內
僚
)
を
介
し
て
お
言
葉

(下
敎
)
が
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒

た
と
え
ば
︑
肅
宗
三
十
年

(一
七
〇
四
)
二
.
︑
王
子
の
婚
禮

(吉
禮
)
に
際
し
て
會
場
で
あ
る
永
安
尉
の
屋
@
の
�

A
に
﹁
穢
れ
﹂
が
あ
る
と
い
け
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
閏
分
に
取
り
閲
ま
る
よ
う
︑
國
王
の
﹁
お
言
葉
﹂
が
下
さ
れ
て
い

る
が
︑
こ
の
と
き
當
該
の
王
命
は
︑
(宦
官
を
經
由
し
て
)
司
謁
か
ら
承
政
院
に
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
︑
承
政
院
の
承
旨
が
こ
れ

を
漢
�
に
書
き
C
こ
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て
書
き
C
こ
さ
れ
た
王
命
は
︑
確
#
の
た
め
︑
ふ
た
た
び
司
謁
に
手
渡
さ
れ
︑

司
謁
か
ら
承
傳
色

(宦
官
)
を
介
し
て
國
王
の
御
覽
に
入
れ
︑
國
王
が
必
D
に
應
じ
て
こ
れ
を
添
E
し
た
う
え
で
承
政

院
に
囘
付
し
て
い
る(12

)

︒

こ
の
よ
う
に
︑
國
王
の
﹁
お
言
葉
﹂
は
國
王
か
ら
承
傳
色

(宦
官
)
へ
︑
承
傳
色
か
ら
司
謁
へ
︑
司
謁
か
ら
承
政
院

へ
と
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
て
︑
そ
こ
で
は
じ
め
て
�
書
F
さ
れ
︑
�
書
F
さ
れ
た
王
命
は
︑
確
#
の
た
め
︑
承
政
院
か
ら
司

謁
へ
︑
司
謁
か
ら
承
傳
色
へ
︑
承
傳
色
か
ら
國
王
へ
と
=
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
上
G
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
國
王

の
確
#
を
經
た
王
命
は
︑
再
び
國
王
か
ら
承
傳
色
へ
︑
承
傳
色
か
ら
司
謁
へ
︑
司
謁
か
ら
承
政
院
へ
と
傳
'
さ
れ
︑
そ

こ
で
は
じ
め
て
正
式
の
王
命
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
口
傳
下
敎
﹂
と
し
て
外
廷
に
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(圖
一
)
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
傳
敎
﹂
は
こ
の
﹁
口
傳
下
敎
﹂
の
略
で
︑
そ
れ
に
は
︑

(1
)
承
政
院
の
承
旨
が
王
座
の
%
で
直
接
承
っ
た
﹁
お
言
葉
﹂
を
書
き
取
っ
て
頒
布
す
る
も
の
︒

(2
)
司
謁
が
承
政
院
に
口
頭
で
傳
え
︑
こ
れ
を
承
旨
が
�
字
に
書
き
取
っ
て
頒
布
す
る
も
の
︒

(3
)
經
筵
官
が
直
接
﹁
お
言
葉
﹂
を
承
り
︑
H
席
し
て
か
ら
�
字
に
書
き
C
こ
し
て
奉
行
す
る
も
の
︒

(4
)
承
傳
色

(宦
官
)
が
口
傳
の
﹁
お
言
葉
﹂
を
傳
'
し
︑
そ
れ
を
承
政
院
の
承
旨
が
�
字
に
書
き
C
こ
し
た
う

口 傳 と 下 批
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え
で
︑﹁
承
傳
色
口
傳
下
敎
﹂
と
し
て
�
報

(
�
紙
)
に
揭
載
す
る
も
の
︒

な
ど
の
樣
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
が(13

)

︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
そ
れ
ら
は
口
頭
で
傳
'
さ
れ
た
﹁
お
言
葉
﹂
を
︑
國
王
の
祕
書
官
た
る
承
政
院
の

承
旨
が
�
字
に
書
き
C
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
L
4
し
て
お
き
た
い
︒

國
王
の
﹁
お
言
葉
﹂
と
い
う
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
�
鮮
の
言
葉
︒
そ
う
し
て
そ
れ
を
書
き
取
る
�
字
と
い
う
の
は
︑
當
時
の
常
識
と
し
て
︑
當

然
︑
漢
字
・
漢
�
で
あ
っ
た
︒

三

批
答
・
擧
條
・
備
忘
記

國
王
の
﹁
お
言
葉
﹂
は
承
政
院
に
傳
'
さ
れ
︑
承
政
院
に
お
い
て
漢
字
・
漢
�
と
し
て
記
錄
さ
れ
る
︒
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
︑
こ
こ
で
は
國
王

の
﹁
批
答
﹂
を
例
に
と
っ
て
檢
討
し
よ
う
︒
一
般
に
︑﹁
批
﹂
と
は
�
書
の
末
尾
に
書
き
入
れ
る
コ
メ
ン
ト
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
�
鮮
で
は
特

に
國
王
の
コ
メ
ン
ト
の
こ
と
を
批
と
稱
す
る
︒
た
と
え
ば
王
世
子
が
國
王
に
對
し
て
上
駅
し
た
場
合
に
國
王
が
書
き
入
れ
た
﹁
批
﹂
の
內
容
は
︑

あ
ら
ま
し
*
の
よ
う
な
手
續
き
を
經
て
外
廷
に
頒
布
さ
れ
た
︒

ま
ず
國
王
の
﹁
批
﹂
が
下
っ
た
こ
と
を
司
謁
が
承
政
院
に
傳
え
︑
承
政
院
の
承
旨
が
そ
れ
を
N
け
取
る
た
め
に
閤
門

︱
︱
內
廷
と
外
廷
の

境
の
)
用
門
︱
︱

に
赴
く
︒
閤
門
で
は
承
傳
色

(宦
官
)
が
跪
し
て
國
王
の
﹁
批
﹂
の
內
容
を
傳
'
し
︑
こ
れ
を
う
け
て
承
旨
が
﹁
批
答
﹂

を
書
き
取
る(

14
)

︒
承
傳
色
が
口
頭
で
傳
'
し
た
內
容
を
︑
承
旨
が
書
き
取
っ
て
い
る
こ
と
に
L
4
し
よ
う
︒

た
だ
し
︑
傳
'
さ
れ
た
﹁
批
答
﹂
は
︑
そ
の
ま
ま
直
ち
に
下
'
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
肅
宗
�
の
實
錄
の
記
事
に
︑
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外
方
の
駅
批
は
︑
京
官
の
駅
批
に
依
り
て
小
單
子
を
爲
り
て
�
下
す
る
勿
れ
︒
直
ち
に
批
答
を
以
て
措
辭
し
て
成
;
せ
よ(15

)

︒

と
あ
る
か
ら
︑
京
官
の
上
駅
に
對
す
る
批
答
に
つ
い
て
は
︑
一
旦
︑
承
政
院
が
﹁
小
單
子
﹂
を
作
成
し
て
國
王
に
P
奏
し(16

)

︑
そ
の
裁
可

(
�
下
)

を
ま
っ
て
は
じ
め
て
當
該
の
京
官
に
;
'
す
る
が
︑
外
官
の
上
駅
に
つ
い
て
は
こ
の
P
奏
の
手
續
き
を
省
略
し
︑
承
政
院
が
批
答
を
N
け
取
る

と
︑
そ
れ
を
當
該
の
外
官
に
た
だ
ち
に
;
'
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

か
く
し
て
�
字
F
さ
れ
た
國
王
の
﹁
批
答
﹂
は
︑
東
宮
の
上
駅
の
場
合
に
は
承
政
院
の
承
旨
が
直
接
東
宮
に
出
向
い
て
王
世
子
に
傳
'
す
る(17

)

︒

し
か
し
︑
そ
の
他
の
一
般
の
官
僚
の
場
合
は
承
政
院
が
﹁
Q
旨
書
狀(18

)

﹂
を
作
成
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
上
駅
し
た
當
人
に
﹁
批
答
﹂
の
內
容
を
傳

'
す
る
の
が
)
例
で
あ
っ
た
︒

ち
な
み
に
︑
口
頭
の
王
命
を
書
き
取
っ
て
�
字
F
す
る
事
例
と
し
て
は
︑
こ
の
ほ
か
に
も
擧
條
や
備
忘
記
に
お
い
て
︑
お
お
む
ね
上
記
の

﹁
下
敎
﹂
や
﹁
批
答
﹂
と
同
じ
よ
う
な
手
續
き
が
踏
ま
れ
て
い
る
︒

こ
の
う
ち
﹁
擧
條
﹂
と
い
う
の
は
﹁
擧
行
條
件
﹂
の
略
で
︑
經
筵
に
お
け
る
國
王
と
臣
僚
と
の
議
論
の
う
ち
︑
�
報

(
�
紙
)
に
揭
載
し
て

頒
布
す
べ
き
條
目

(擧
行
條
件
)
を
書
き
出
し
た
も
の
の
こ
と(19

)

︒
經
筵
の
議
論
は
も
と
よ
り
�
鮮
の
言
葉
で
R
わ
さ
れ
て
い
る
が
︑
經
筵
に
陪

席
す
る
:
官

(
L
書
)
は
こ
れ
を
漢
字
・
漢
�
で
記
錄
し
︑
後
日
P
奏
し
て
國
王
の
確
#
を
經
た
も
の
を
承
旨
が
抄
錄
し
て
�
報
に
記
載
す
る

の
で
あ
る(

20
)

︒

ま
た
﹁
備
忘
記
﹂
と
い
う
の
は
國
王
か
ら
承
政
院
に
下
さ
れ
る
メ
モ
の
こ
と
で
︑
こ
ち
ら
は
司
謁
が
承
政
院
に
口
頭
で
傳
'
し
︑
承
政
院
の

承
旨
が
こ
れ
を
書
き
取
っ
て
司
謁
と
一
緖
に
對
校

(對
準
)
す
る
︒
對
校
濟
み
の
原
紙
は
宮
中
に
戾
し
︑
そ
の
寫
し
を
�
報
に
揭
載
す
る(21

)

︒

承
傳
色

(宦
官
)
で
は
な
く
司
謁
が
擔
當
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
︑
備
忘
記
は
あ
く
ま
で
も
略
式
の
王
命
に
す
ぎ
な
い
︒
同

じ
く
口
頭
の
傳
'
で
あ
っ
て
も
︑
司
謁
に
よ
る
﹁
口
傳
﹂
よ
り
は
承
傳
色

(宦
官
)
に
よ
る
﹁
口
傳
﹂
の
ほ
う
が
︑
も
と
も
と
格
式
の
高
い
も

口 傳 と 下 批

37



の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る(22

)

︒

以
上
の
批
答
・
擧
條
・
備
忘
記
に
共
)
し
て
み
ら
れ
る
と
お
り
︑
國
王
か
ら
下
さ
れ
た
﹁
お
言
葉
﹂
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
外
廷
に
頒
布
す
る

に
先
立
っ
て
︑
必
ず
國
王
に
P
奏
し
︑
國
王
の
確
#
を
取
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
︒

國
�
の
舊
制
︑
事こ
と

大
小
と
な
く
︑
D
か
な
ら

ず
し
ば
し
ば
[
聽
を
關と
お

さ
し
む
る
は
︑
豈
に
深
4
な
か
ら
ん
や(

23
)

︒

『肅
宗
實
錄
﹄
の
:
官
が
右
に
営
べ
て
い
る
と
お
り
︑
一
見
︑
無
4
味
に
見
え
る
手
續
き
に
も
重
D
な
﹁
深
4
﹂
が
あ
る
︒
國
王
の
﹁
お
言

葉
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
何
度
も
P
奏
し
て
か
ら
外
廷
に
頒
布
す
る
の
は
︑
そ
れ
だ
け
國
王
の
﹁
お
言
葉
﹂
が
重
D
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
證

左
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

四

落
點
と
下
批

こ
こ
ま
で
王
命
出
�
の
手
續
き
に
つ
い
て
確
#
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
か
ら
は
國
王
に
よ
る
官
職
任
免
の
手
續
き
に
つ
い
て
︑
上
営
の
王
命
出

�
の
手
續
き
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
具
體
�
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

)
例
︑
官
職
任
命
に
際
し
て
は
︑
ま
ず
人
事
擔
當
部
局
で
あ
る
政
曹

(
�
官
人
事
で
あ
れ
ば
_
曹
︑
武
官
人
事
で
あ
れ
ば
兵
曹
)
の
官
員
た
ち
が
︑

一
つ
の
ポ
ス
ト
に
つ
き
三
人
の
候
補
者

(三


)
を
`
定
し
て
﹁


單
子
﹂
と
呼
ば
れ
る
候
補
者
リ
ス
ト
を
作
成
し
︑
國
王
が
こ
の
リ
ス
ト
の

な
か
か
ら
4
中
の
人
物
の
名
%
の
上
に
﹁
點
﹂
を
打
っ
て
裁
可
の

印
し
る
し

と
す
る
︒
こ
れ
を
臣
下
の
立
場
か
ら
は
﹁
N
點
﹂
と
い
い
︑
君
c
の
立

場
か
ら
は
﹁
落
點
﹂
と
い
う
︒
こ
の
﹁
落
點
﹂
の
手
續
き
は
︑
初
+
に
は
二
品
以
上
の
官
職
の
任
命
に
限
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が(24

)

︑
後
に
は
*
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第
に
そ
の
對
象
が
擴
大
し
︑
お
お
む
ね
四
品
以
上

(な
い
し
六
品
以
上
)
の
官
人
に
對
し
て
も
廣
く
e
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た(25

)

︒

ち
な
み
に
︑


單
子
の
﹁


﹂
と
は

(聲


の
あ
る
)
候
補
者
の
4(26

)

︒﹁
單
子
﹂
は
一
枚
も
の
の
書
付
け
の
4(27

)

︒
こ
の


單
子
に
は
︑
單
に
候

補
者
の
名
%
だ
け
を
記
す
場
合
も
あ
る
が
︑
)
例
︑
名
%
の
下
に
は
當
該
人
物
の
﹁
出
身
・
來
歷
﹂
な
ど
が
L
脚
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る(28

)

︒
こ

の
L
脚
を
參
考
と
し
て
︑
國
王
は
提
出
さ
れ
た
三
人
の
候
補
者
の
な
か
ら
4
中
の
人
物
を
`
擇
し
︑
そ
の
名
%
の
上
に
御
筆
で
﹁
點
﹂
を
打
っ

て
裁
可
の
印
と
す
る
の
で
あ
る
︒

*
に
︑
國
王
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
た


單
子
は
承
政
院
を
介
し
て
政
曹
に
囘
付
さ
れ
︑
政
曹
で
は
そ
の
內
容
を
書
き
上
げ
た
う
え
で
︑
改
め

て
﹁
批
目(

29
)

﹂
の
草
案
を
作
成
す
る

(﹁
批
目
﹂
は
﹁
政
批
﹂︑﹁
除
目
﹂
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
任
命
者
の
一
覽
の
4
)
︒
そ
う
し
て
こ
の
﹁
批

目
﹂
の
草
案
は
承
政
院
を
介
し
て
再
び
國
王
に
上
G
さ
れ
︑
國
王
は
こ
れ
に
裁
可
の
﹁
批
﹂
を
下
し
て
政
曹
に
囘
付
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
國

王
が
�
g
�
に
人
事
案
を
決
裁
す
る
こ
と
を
﹁
下
批
﹂
と
い
い
︑
ま
た
そ
れ
を
頒
布
す
る
こ
と
を
も
﹁
下
批
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
場
合
︑
國
王
は
﹁
落
點
﹂
し
た
う
え
で
さ
ら
に
﹁
批
﹂
を
下
す
︑
と
い
う
二
重
の
手
閒
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
D
か
な
ら

ず

し
ば
し
ば
[
聽
を
關と
お

﹂
し
︑
人
事
の
發
令
に
愼
重
を
+
す
る
た
め
の
手
續
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

そ
も
そ
も
官
職
の
任
免
は
王
�
政
治
の
核
心
で
あ
り
︑
單
に
﹁
政
﹂
と
い
え
ば
そ
れ
は
人
事
行
政
の
こ
と
を
指
し
て
い
る(30

)

︒
宮
中
に
政
廳
を

設
け
て
人
事
案
の
`
定
を
行
う
こ
と
を
﹁
開
政(31

)

﹂
と
い
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
人
事
の
發
令
に
お
い
て
は
﹁
落
點
﹂
と

﹁
下
批
﹂
と
の
二
重
の
手
續
き
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
︑
國
王
が
出
御
し
て
_
兵
曹
の
官
員
と
と
も
に
直
接
﹁
落
點
﹂
を
行
う
場
合
︑
す
な
わ
ち
﹁
親
政
﹂
す
る
場
合
に
は
宮
中
に
お
い

て
︑
あ
ら
ま
し
*
の
よ
う
な
物
々
し
い
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た

(こ
こ
で
は
訓
讀
を
h
け
て
D
點
の
み
を
揭
げ
る
)
︒

_
曹

(東
銓
)
︑
兵
曹

(西
銓
)
の
堂
上
・
郞
廳
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
御
殿
の
東
壁
・
西
壁
に
j
え
︑
承
旨
は
玉
座
�
く
の
東
西
の
內
陣

(楹
內
)
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に
j
え
︑
:
官

(左
右
:
)
は
そ
れ
ぞ
れ
承
旨
の
後
ろ
に
j
え
て
い
る
︒
*
に
︑
_
兵
曹
は
郞
廳
に
命
じ
て
候
補
者
リ
ス
ト

(


單
子
)
を

書
寫
さ
せ
る
︒
そ
れ
を
l
書
が
承
旨
に
手
渡
す
と
︑
承
旨
は
跪
し
て
王
の
榻
%
に
�
み
︑
リ
ス
ト
を
宦
官

(
內
官
)
に
手
渡
す
︒
宦
官
は

跪
し
て
こ
れ
を
机

(御
案
)
の
上
に
廣
げ
︑
王
が
m
擇
者
の
名
%
の
上
に
﹁
落
點
﹂
す
る
と
︑
そ
れ
を
宦
官
か
ら
承
旨
へ
︑
承
旨
か
ら
l

書
へ
と
手
渡
し
て
い
く(

32
)

︒

か
く
し
て
國
王
が
﹁
落
點
﹂
す
る
と
︑
こ
れ
を
踏
ま
え
て
_
兵
曹
が
﹁
批
目
﹂
の
草
案
を
作
成
し
︑
こ
の
﹁
批
草
﹂
に
對
し
て
國
王
が
改
め

て
裁
可
の
﹁
批
﹂
を
下
す
こ
と
は
上
営
の
と
お
り
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
王
�
末
+
の
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
六
典
條
例
﹄
に
見
え
る
_
曹
と
兵
曹
の
﹁
總
例
﹂
に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
l
書
は
﹁
草



册

(候
補
者
リ
ス
ト
の
册
子
)
﹂
を
袖
中
に
持
參
し
︑
一
人
一
人
︑
候
補
者
の
名
%
を
讀
み
上
げ
て
い
く
︒
一
方
︑
_
曹
の
郞
官

(正
郞
・
佐
郞
)
は

下
書
き
の
リ
ス
ト
を
參
照
し
な
が
ら
﹁


單
子
﹂
を
淨
書
し
︑
參
l
が
こ
れ
を
點
檢
す
る

(兵
曹
の
場
合
は
︑
參
知
が
﹁


單
子
の
考
準

(對
校
)﹂

を
擔
當
し
︑
正
郞
が
﹁
書
草



(


單
子
の
下
書
き
)﹂
を
擔
當
し
︑
佐
郞
が
﹁


單
子
の
正
書

(淨
書
)﹂
を
擔
當
す
る
)
︒
ま
た
承
政
院
の
L
書

(
:
官
)
が

﹁
御
覽
政
事
﹂
(國
王
檢
閱
用
リ
ス
ト
)
の
正
書

(淨
書
)
を
擔
當
す
る
︑
と
あ
る
が(33

)

︑
こ
れ
は
國
王
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
て
︑
_
兵
曹
が
作
成
し

た
﹁
批
草
﹂
を
國
王
の
御
覽
用
に
淨
書
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

國
王
は
こ
の
﹁
御
覽
政
事
﹂
を
閱
覽
し
て
裁
可
の
﹁
批
﹂
︱
︱
た
と
え
ば
﹁
依
爲
之

(依
り
て
こ
れ
を
爲
せ
)
﹂
な
ど
︱
︱

を
下
す

(た
だ
し
︑

實
際
に
は
宦
官
が
書
寫
す
る
の
で
あ
ろ
う

(34
)

)
︒
こ
の
と
き
︑
必
D
に
應
じ
て
個
別
の
指
示
を
下
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
﹁
中
批(35

)

﹂︑﹁
內
批(36

)

﹂

な
ど
い
っ
て
一
般
の
﹁
下
批
﹂
と
は
區
別
さ
れ
た
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
下
批
﹂
と
は
︑
上
営
の
﹁
批
目
﹂
に
裁
可
の
コ
メ
ン
ト

(批
)
を
加
え
て
擔
當
部
局
に
囘
付
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は

﹃
太
宗
實
錄
﹄
の
*
の
記
事
が
參
考
と
な
る
︒
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議
政
府
︑
下﹅

批﹅

の
法
を
�
す
︒
是
よ
り
先
︑
批﹅

目﹅

︑
政
府
に
下
れ
ば
︑
_
q
錄
事
︑
堂
上

の
私
第
に
齎
吿
す
︒
是
に
至
り
て
政
府
上
言
す
ら
く
︑﹁
批﹅

目﹅

旣
に
下
り
て
本
府
に
至
れ

ば
︑
舍
人
以
下
︑
2
え
て
正
廳
に
入
り
︑
傳
寫
し
て
以
て
私
第
に
示
せ
︒
舍
人
は
批﹅

目﹅

を

奉
じ
て
︑
淨
處
の
案
上
に
安
頓
せ
よ
︒
s
日
︑
堂
上
合
坐
す
れ
ば
︑
舍
人
齎
奉
し
て
正
廳

の
中
の
案
上
に
置
き
︑
堂
上
︑
%
に
就
き
て
覽
訖
わ
り
て
︑
舍
人
t
奉
し
て
出
だ
せ
︒
_

兵
曹
も
ま
た
こ
の
例
を
用
い
︑
以
て
褻
慢
の
u
を
改
め
よ
︒﹂
と
︒
こ
れ
に
從
う(37

)

︒

い
わ
ゆ
る
﹁
批
目
﹂
が
王
命
の
一
種
と
し
て
︑
い
か
に
ç
重
に
取
り
v
わ
れ
て
い
た
か
が
よ

く
示
さ
れ
て
い
る
:
料
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
舍
人
が
t
奉
し
て
出
す

(舍
人
t
奉
而
出
)
﹂
と

あ
る
か
ら
︑
堂
上
が
合
坐
し
て
閱
覽
し
た
批
目
は
そ
こ
で
は
じ
め
て
外
廷
に
施
行

(發
令
)
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
批
目
の
原
本
は

(副
本
を
作
成
し
た
後
で
)
承
政
院
に
9
却
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
﹁
批
目
﹂
の
草
稿
は
︑
國
王
の
﹁


單
子
﹂
へ
の
﹁
落
點
﹂
を
經
て
_
兵
曹

(初

+
に
は
議
政
府
と
_
兵
曹

(38
)

)
が
作
成
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
內
容
は
大
體
わ
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
�
g
�
に
決
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
國
王
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の

國
王
の
コ
メ
ン
ト

(批
)
を
人
事
擔
當
部
局
が
N
領
す
る
際
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
嚴
肅
な
手
續

き
が
�
っ
て
い
た
︒

そ
う
し
て
そ
の
國
王
の
決
定
を
權
威
づ
け
る
た
め
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
批
目
﹂
(﹁
政
批
﹂︑﹁
除

口 傳 と 下 批
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目
﹂
)
に
は
國
王
の
印

(御
寶
)
が
捺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(39

)

︒

五

單




下

批

下
批
と
は
國
王
が
﹁
批
﹂
を
下
す
こ
と
を
い
う
が
︑
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
︒
)
例
は
%
<
に
営
べ
た
と
お
り
︑
三
人
の

候
補
者

(三


)
を
立
て
て
そ
の
な
か
か
ら
國
王
が
一
人
を
`
ぶ
が
︑
よ
り
鯵
略
F
さ
れ
た
手
續
き
に
お
い
て
は
單
獨
の
候
補
者

(單


)
を
立

て
て
︑
國
王
が
そ
れ
を
形
式
�
に
w
#
す
る
だ
け
の
こ
と
も
多
い
︒
こ
れ
を
﹁
單


�
下(40

)

﹂︑
も
し
く
は
﹁
單


下
批(41

)

﹂
と
稱
し
て
い
る
︒

正
祖
�
の
宣
惠
廳
提
x
・
金
�
淳
の
上
駅
�
に
よ
る
と
︑
宣
惠
廳
の
郞
官
を
﹁
差
出
﹂
す
る
際
に
は
︑
ま
ず
宣
惠
廳
の
提
x

(長
官
)
が
候

補
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
︑
都
提
x

(三
公
の
y
任
)
が
そ
の
な
か
か
ら
e
任
者
を
`
ん
で
そ
の
名
%
の
上
に
﹁
爲
﹂
字
を
書
き
入
れ
る

(國
王

の
﹁
落
點
﹂
に
倣
っ
た
も
の
)
︒
そ
の
際
︑
都
提
x
は
必
ず
第
一
候
補

(首


)
の
も
の
を
`
ぶ
こ
と
が
宣
惠
廳
內
で
の
慣
例
で
あ
っ
た(42

)

︒
か
く
し

て
宣
惠
廳
で
候
補
者
を
內
定
す
る
と
︑
そ
の
結
果
は
﹁
單
子
﹂
に
纏
め
て
國
王
に
提
出
さ
れ
︑
國
王
が
そ
れ
を
﹁
�
下
﹂
し
て
承
#
す
る
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
�
下
﹂
は
︑
提
出
さ
れ
た
�
書
に
裁
可
の

印
し
る
し

の
�
字
印

(草
書
體
で
﹁
�
﹂
と
刻
し
た
印
)
を
捺
し
て
擔
當
部
局
に
囘
付
す
る
こ

と(
43
)

︒
こ
の
�
字
印
の
代
わ
り
に
國
王
の
﹁
批
﹂
︱
︱
た
と
え
ば
﹁
依
り
て
こ
れ
を
爲
せ

(依
爲
之

(44
)

)
﹂
な
ど
の
�
言
︱
︱

が
付
け
加
え
ら
れ
て

い
れ
ば
︑
そ
の
場
合
に
は
﹁
�
下
﹂
で
は
な
く
﹁
下
批
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
單
な
る
﹁
�
下
﹂
よ
り
も
﹁
下
批
﹂
の
ほ

う
が
格
式
が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

か
く
し
て
﹁
單


﹂
に
對
す
る
﹁
下
批
﹂
の
ケ
ー
ス
が
一
般
F
す
る
と
︑
�
鮮
末
+
の
:
料
で
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
單


下
批
﹂
の
こ
と
を
略

し
て
﹁
下
批
﹂
と
稱
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
高
宗
�
の
行
政
法
規
集
で
あ
る
﹃
六
典
條
例
﹄
を
見
る
と
︑
そ
こ
で
は
*
の
よ

う
な
場
合
に
﹁
下
批
﹂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
單


下
批
﹂
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

東 方 學 報
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(1
)
宗
親
に
z
職
す
る
場
合
﹇
(原
�
)
宗
親
府
よ
り
﹁
�
下
﹂
し
︑
_
曹
よ
り
﹁
下
批
﹂
す
る
﹈︒

(2
)
宗
親
が
︹
堂
下
官
の
︺
位
階
を
上
り
詰
め
た
場
合
︑﹁
上
輔
國
崇
祿
大
夫
﹂
の
位
階
を
も
っ
て
﹁
下
批
﹂
す
る
︒
(﹃
六
典
條
例
﹄
宗
親

府
)

右
の
場
合
︑
宗
親

(王
族
)
へ
の
z
職
は
あ
ら
か
じ
め
宗
親
府
か
ら
の
推
薦
に
よ
っ
て
︑
ま
た
は
慣
例
に
よ
っ
て
決
っ
て
お
り
︑
_
曹
で
の

任
命
手
續
き
は
單
な
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
こ
で
_
曹
か
ら
は
內
定
者
を
﹁
單


﹂
で
推
薦
し
︑
國
王
の
﹁
下
批
﹂
を
N
け
て
こ
れ
を
施
行

す
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
﹁
_
曹
よ
り
﹁
下
批
﹂
す
る
﹂
と
稱
し
て
い
る
の
で
あ
る(45

)

︒

ち
な
み
に
�
鮮
總
督
府
の
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
下
批
﹂
と
は
﹁
三


を
備
え
ず
一
人
の
み
を
記
し
て
奏
上
任
命
す
る
こ
と
﹂
と

あ
る(

46
)

︒
し
か
し
﹃
正
祖
實
錄
﹄
に
は
﹁
三


を
備
え
て
下
批

(備
三


︑
下
批

(47
)

)
﹂
す
る
事
例
も
見
え
て
い
る
の
で
︑
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
む
し
ろ

﹁
下
批
﹂
の
本
來
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
︒

六

口
傳
と
政
批

官
職
の
任
命
に
際
し
て
は
﹁
三


﹂
を
備
し
て
國
王
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
手
續
き
を
省

略
し
︑
口
頭
に
よ
る
傳
'

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
口
傳
｣
︱
︱

に
よ
っ
て
國
王
の
裁
可
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
世
宗
實

錄
﹄
の
*
の
記
事
が
�
も
參
考
に
な
る
︒

凡
そ
人
を
用
う
る
に
は
︑
該
曹
よ
り
一
任
ご
と
に
︑
用
う
べ
き
者
三
人
を
書
し
て
以
て
�
し
︑
御
筆
も
て
當
に
用
う
べ
き
人
の
名
の
上
に

口 傳 と 下 批
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點
す
︒
こ
れ
を
N﹅

點﹅

と
謂
い
︑
こ
れ
を
二
品
以
上
の
備﹅

任﹅

の
時
に
用
う
︒
提
擧
・
別
坐
・
敬
差
官
の
如
き
の
類
の
︑
批﹅

目﹅

に
由
ら
ず
し
て

こ
れ
を
用
う
る
者
は
︑
こ
れ
を
口﹅

傳﹅

と
い
い
︑
こ
れ
を
三
品
以
下
の
差﹅

任﹅

の
時
に
用
う(48

)

︒

こ
こ
で
は
﹁
口
傳
﹂
に
よ
る
﹁
差
任
﹂
が
︑﹁
N
點
﹂
に
よ
る
﹁
備
任
﹂
の
對
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
L
目
し
よ
う
︒
そ
れ

は
具
體
�
に
は
︑
單
獨
の
候
補
者
の
名
%
を
口
頭
で
傳
'
し
︑
そ
れ
に
對
す
る
國
王
の
裁
可
の
﹁
お
言
葉
﹂
も
口
頭
で
傳
'
さ
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
︒
か
く
し
て
裁
可
の
﹁
お
言
葉
﹂
が
_
兵
曹
に
傳
'
さ
れ
る
と
︑
_
兵
曹
は
そ
れ
を
N
命
者
に
口
頭
で
發
令

(口
傳
)
し(49

)

︑
か
つ

﹁
差
帖
﹂
と
呼
ば
れ
る
略
式
の
任
命
狀
を
發
給
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る(50

)

︒

ま
た
地
方
官

(守
令
)
の
任
免
に
つ
い
て
も
︑
同
じ
く
﹃
世
宗
實
錄
﹄
の
記
事
に
︑

そ
の
州
郡
の
守
令
は
︑
舊
例
に
依
り
て
︑
口﹅

傳﹅

す
れ
ば
可
な
り(51

)

︒

と
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
も
守
令
は
﹁
N
點
﹂
の
對
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
高
麗
:
﹄
百
官
志
の
外
職
の
條
に
よ
る
と
︑

高
麗
で
は
地
方
官
は
)
例
﹁
京
官
﹂
を
帶
び
て
赴
任
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
地
方
官
は
形
式
上
︑
京
官
の
y
務
で
あ
っ
た(52

)

︒
ま
た
地
方
官
の
人
事

は
︑
事
實
上
︑
中
書
門
下
の
宰
臣
が
決
定
し
て
い
た(53

)

︒
こ
の
た
め
︑
地
方
官
の
人
事
は
高
麗
時
代
と
同
樣
︑
�
鮮
初
+
に
お
い
て
も
國
王
に
よ

る
﹁
N
點
﹂
の
對
象
外
と
な
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
直
ち
に
發
令
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
王
權
の
伸
張
に
�
っ
て
﹁
N
點
﹂
の
對
象
は
*
第
に
擴
大
し
︑
初
+
に
は
﹁
二
品
以
上
の
備
任
の
時
﹂
に
限
っ
て
い
た
も
の
が
︑

後
に
は
お
お
む
ね
四
品
以
上

(な
い
し
六
品
以
上
)
の
京
官
職
︑
お
よ
び
地
方
官

(守
令
)
に
つ
い
て
も
﹁
三


を
備
し
て
N
點
﹂
す
る
よ
う
に

變
F
し
て
い
る(

54
)

︒
=
に
い
う
と
︑
﹁
口
傳
﹂
の
範
圍
は
そ
れ
だ
け
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

東 方 學 報
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と
こ
ろ
が
暴
君
と
し
て
名
高
い
燕
山
君

(在
位
一
四
九
五
～
一
五
〇
六
)
は
︑﹁
落
點
﹂
に
と
も
な
う
煩
雜
な
手
續
き
を
Ä
い
︑
﹁
政﹅

批﹅

を
廢
し

て
口﹅

傳﹅

と
爲
﹂
し
た
と
い
う(

55
)

︒

舊
制
︑
差
除
あ
れ
ば
︑
+
よ
り
%
一
日
に
︑
_
兵
曹
よ
り
政﹅

廳﹅

を
闕
內
に
對
設
し
て
L
擬
し
︑
上
の
落﹅

點﹅

を
取
り
て
︑
然
る
後
に
下﹅

批﹅

す

る
こ
と
︑
例
な
り
︒
こ
こ
に
至
り
て
︑
王
は
淫
戲
し
て
度
無
く
︑
惟
だ
日
を
足
ら
ず
と
す
︒
故
に
�
に
從
い
て
口﹅

傳﹅

と
爲
す
︒
或
い
は
一

日
に
擬
�
す
る
者
︑
一
旬
に
至
る
も
下
ら
ず
︒
內
嬖
の
人
︑
因
緣
し
て
干
}
し
︑
政
事
日
ご
と
に
非
た
り(56

)

︒

こ
こ
で
は
﹁
三


﹂
を
備
し
て
﹁
N
點
﹂
し
︑
そ
の
う
え
で
﹁
批
目
﹂
を
書
き
上
げ
て
國
王
の
裁
可
を
}
い
︑
國
王
の
裁
可
を
N
け
て
﹁
下

批
﹂
す
る
と
い
う
一
連
の
手
續
き
の
う
ち
︑
%
�
の
﹁
落
點
﹂
の
手
續
き
を
省
略
し
て
﹁
口
傳
﹂
で
濟
ま
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
も

﹁
政
批
を
廢
﹂
し
た
︑
と
あ
る
か
ら
︑
後
�
の
手
續
き
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
省
略
し
︑
口
頭
の
裁
可
の
み
に
よ
っ
て
官
職
を
任
免
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
﹁
擬
�
﹂
に
對
す
る
裁
可
の
囘
答
が
な
か
な
か
下
ら
ず
︑
人
事
が
停
滯
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
口
頭
で
傳
'
さ
れ
た
裁
可
の
﹁
お
言
葉
﹂
は
︑
�
g
�
に
は
や
は
り
�
字
に
書
き
C
こ
し
て
﹁
下
批
﹂
す
る
こ
と
が
原
則
で

あ
っ
た
︒

口﹅

傳﹅

人﹅

は
︑
何
ぞ
必
ず
し
も
政
事
を
待
ち
て
︑
然
る
後
に
下﹅

批﹅

せ
ん
や
︒
今
後
︑
_
兵
曹
よ
り
批﹅

草﹅

を
口﹅

傳﹅

し
︑
隨
卽
に
書
寫
し
て
︑
印

を
安
じ
て
下﹅

批﹅

せ
よ(

57
)

︒

右
は
燕
山
君
十
一
年

(一
五
〇
五
)
の
記
事
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
ろ
の
燕
山
君
は
︑
缺
員
が
生
じ
る
ご
と
に
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
﹁
下
批
﹂

口 傳 と 下 批
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し
て
い
た
と
い
う
︒
右
の
記
営
に
よ
る
と
﹁
口
傳
人
﹂
︱
︱
上
営
の
﹁
落
點
﹂
の
對
象
外
と
な
る
も
の
︱
︱

に
つ
い
て
は
︑
臨
時
に
口
頭
で

任
命
し
た
の
ち
︑
定
+
衣
動

(政
事
)
の
時
+
に
正
式
に
﹁
下
批
﹂
を
行
っ
て
い
た
が
︑
今
後
は
定
+
衣
動
の
時
+
を
待
つ
こ
と
な
く
︑
そ
の

都
度
︑
_
兵
曹
か
ら
候
補
者
の
リ
ス
ト

(批
草
)
を
﹁
口
傳
﹂
し
て
國
王
の
裁
可
を
求
め
︑
國
王
の
裁
可
を
得
る
と
︑
そ
れ
を

(
_
兵
曹
︑
5
び

承
政
院
が
)
書
寫
し
︑
國
王
の
印

(御
寶
)
を
捺
し
て
﹁
下
批
﹂
す
る
こ
と
に
し
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
%
�
の
﹁
落
點
﹂
の
手
續
き
こ
そ
﹁
口
傳
﹂
で
代
替
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
後
は
や
は
り
_
兵
曹
で
﹁
批
目
﹂
を
作
成
し
︑

國
王
よ
り
﹁
下
批
﹂
を
行
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

な
お
︑﹁
落
點
﹂
と
﹁
下
批
﹂
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
手
續
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹃
世
宗
實
錄
﹄
の
記
事
に
︑﹁
軍
器
監
・
司
僕
寺
・
訓
鍊

觀
の
官
_
は
︑
兵
曹
よ
り
N
點
し
︑
_
曹
に
;
り
て
除
目

(批
目
)
を
下
す(58

)

﹂
と
あ
る
こ
と
や
︑﹃
成
宗
實
錄
﹄
の
記
事
に
︑
副
司
猛
の
崔
湔
と

い
う
人
が
﹁
曾
て
永
安
�
高
嶺
鎭
僉
<
制
�
に
お
い
て
N
點
す
る
も
︑
未
だ
下
批
に
5
ば
ず(59

)

﹂
と
あ
る
こ
と
︑
ま
た
慶
絍
と
い
う
人
が
﹁
晉
州

牧
�
﹂
の
候
補
に
擧
げ
ら
れ
て
﹁
落
點
﹂
を
N
け
︑﹁
下
批
﹂
す
る
以
%
に
さ
ら
に
﹁
)
政
大
夫
﹂
の
位
階
を
加
え
ら
れ
た(60

)

︑
と
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
見
て
も
$
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

七

口
傳
と
落
點

燕
山
君
は
﹁
落
點
﹂︑
5
び
﹁
下
批
﹂
の
手
續
き
を
す
べ
て
﹁
口
傳
﹂
で
濟
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
さ
す
が
に
そ
れ
は
行
き
�
ぎ
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
燕
山
君
の
廢
位
の
後
も
︑
﹁
口
傳
﹂
の
制
度
は
や
や
形
を
變
え
て
引
き
繼
が
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
中
宗
實
錄
﹄
の
�
に
︑

政
事
は
則
ち
例
と
し
て
闕
庭
に
就
き
て
L
擬
し
て
N﹅

點﹅

す
︒
銓
曹
の
堂
上
︑
闕
庭
に
詣
ら
ず
し
て
︑
從
�
に
L
擬
し
︑
政
院
に
由
り
て
以
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て
�
し
て
N﹅

點﹅

す
る
者
は
︑
名
づ
け
て
口﹅

傳﹅

と
曰
う(61

)

︒

と
あ
り
︑
ま
た
﹃
孝
宗
實
錄
﹄
の
�
に
︑

忙
�
の
差
除
あ
れ
ば
︑
則
ち
未
だ
開
政
に
遑
あ
ら
ず
︑
政
官
會
議
し
て


を
備
し
︑
直
ち
に
政
院
に
;
る
︒
こ
れ
を
口﹅

傳﹅

政﹅

事﹅

と
謂
う(62

)

︒

と
あ
る
こ
と
な
ど
が
參
考
に
な
る
︒

上
営
の
世
宗
�
や
燕
山
�
の
記
事
で
は
﹁
口
傳
﹂
は
﹁
落
點
﹂
の
對
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
︑﹁
口
傳
﹂
の
場
合
に
は
﹁
落
點
﹂
の
手
續
き

は
省
略
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
﹃
中
宗
實
錄
﹄
や
﹃
孝
宗
實
錄
﹄
の
�
に
よ
る
と
︑
こ
の
こ
ろ
に
は
﹁
口
傳
﹂
の
場
合
で
も
國
王
の
﹁
落
點
﹂

を
N
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
口
傳
﹂
と
は
︑
特
に
_
兵
曹
か
ら
候
補
者
の
リ
ス
ト

(


單
子
)
を
略
式
に
口
頭
で
提
出
す
る
こ
と
を
4
味
し
て
お

り
︑
_
兵
曹
か
ら
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
た
候
補
者
の
リ
ス
ト

(


單
子
)
は
︑
承
政
院
が
た
だ
ち
に
そ
の
內
容
を
書
き
上
げ
て
國
王
の
御
覽
に
入
れ
︑

國
王
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

｢口
傳
﹂
へ
の
﹁
落
點
﹂
と
い
う
と
︑
少
し
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
肅
宗
實
錄
﹄
の
記
事
に
︑

久
し
く
未
だ
開﹅

政﹅

せ
ず
︑
故
に
六
卿
・
三
司
は
闕
員
甚
だ
多
し
︒
一
時
に
盡
く
差
す
る
能
わ
ず
と
い
え
ど
も
︑
口﹅

傳﹅

に﹅

て﹅

備﹅


﹅

し
︑
閒
閒

に
︹
宮
中
に
︺
液
入
し
︑
[
候
の
差や

や
�
る
時
に
點﹅

下﹅

す
れ
ば
︑
則
ち
緊
任
は
閏
差
す
べ
き
に
庶
か
ら
ん(63

)

︒
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と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
口
傳
﹂
に
對
し
て
も
︑
や
は
り
﹁
落
點
﹂
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
確
#
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
對
象
は
本
來
﹁
三


﹂
を
備
し
て
﹁
N
點
﹂
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
﹁
備
任
﹂
の
官
職
に
限
っ
て
の
こ
と
で
︑
も
と
も
と
﹁
口
傳
﹂
の
對
象
で
あ
っ
た

﹁
差
任
﹂
の
場
合
に
ま
で
﹁
落
點
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
︒

臨
時
の
官
職
の
任
命
で
あ
る
﹁
差
任
﹂
の
場
合
に
は
︑
單
に
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
候
補
者
の

名
%
を
國
王
の
お
耳
に
入
れ
る
だ
け
で
︑
國
王
か
ら
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
る
必
D
は
な
か
っ
た
︒

そ
う
し
て
國
王
に
よ
る
裁
可
の
﹁
お
言
葉
﹂
も
ま
た
︑﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
_
兵
曹
に
傳
'
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
そ
の
後
は
_
兵
曹
に
お
い
て
改
め
て
﹁
批
目
﹂
が
作
成
さ
れ
︑
承
政
院
を
介
し
て

國
王
に
提
出
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
﹁
批
目
﹂
を
國
王
が
﹁
下
批
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

�
g
�
に
官
職
の
任
命
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

八

口
傳
�
下
と
口
傳
下
批

_
兵
曹
か
ら
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
た
候
補
者
の
リ
ス
ト

(


單
子
)
は
︑
承
政
院
が
御
覽
用
に
書
き

上
げ
て
國
王
に
提
出
し
︑
國
王
の
裁
可

(落
點
)
を
取
る
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
內
容
を
_
兵
曹

(
5
び
承
政
院
)
が
﹁
批
目
﹂
に
書
き
上
げ
︑
國
王
が
こ
れ
を
裁
可
し
て
﹁
�
下
﹂
し
︑
ま
た
は

﹁
下
批
﹂
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
を
﹁
口
傳
�
下
﹂︑
ま
た
は
﹁
口
傳
下
批
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒
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一
︑
宣
傳
官
は
︑
則
ち
宣
薦
の
內
禁
衞
の
準
朔
人
の
中
よ
り
擇
差
せ
よ
︒
禁
旅
入
屬
の
*
第
は
︑
拘
る
勿
れ(64

)

︒

一
︑
內
禁
衞
の
宣
薦
一
番
︹
へ
の
入
屬
︺
は
︑
三


を
備
し
て
︑
入
�
し
て
N﹅

點﹅

す
︒
而
し
て
y
司
僕
︹
へ
の
入
屬
︺
は
︑
則
ち
他
の
禁

軍
の
例
に
依
り
て
︑
三


を
擬
す
る
勿
れ
︒
口﹅

傳﹅

を
以
て
�﹅

下﹅

せ
よ(65

)

︒

右
は
正
祖
�
に
お
け
る
﹁
宣
薦
內
禁
衞
事
目
﹂
︱
︱
宣
傳
官

(國
王
づ
き
の
侍
從
武
官
)

に
推
薦
さ
れ
る
�
格
を
も
つ
內
禁
衞
の
軍
士

(宣
薦

內
禁
衞
)
を
`
拔
す
る
た
め
の
規
則
︱
︱

の
一
項
で
あ
る
が(66

)

︑
こ
れ
に
よ
る
と
︑
宣
薦
の
內
禁
衞
の
軍
士
の
`
拔
に
限
っ
て
は
﹁
三


を
備

え
︑
入
�
し
て
N﹅

點﹅

﹂
す
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
y
司
僕
﹂
そ
の
他
の
禁
軍
の
軍
士
の
`
拔
に
つ
い
て
は
﹁
三


﹂
を
擬
す
る
こ
と
な
く
︑

﹁
口
傳
﹂
を
以
て
﹁
�
下
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
場
合
︑﹁
y
司
僕
﹂
そ
の
他
の
候
補
者
の
リ
ス
ト
は
兵
曹
か
ら

(單


で
)
﹁
口
傳
﹂
さ
れ
︑
そ
れ
を
承
政
院
が
書
き
上
げ
て
國
王
の
御

覽
に
入
れ
る
︒
そ
う
し
て
國
王
の
口
頭
に
よ
る
承
#
を
得
る
と
︑
兵
曹

(お
よ
び
承
政
院
)
か
ら
改
め
て
﹁
批
目
﹂
を
提
出
し
︑
國
王
の
裁
可
を

得
た
﹁
批
目
﹂
に
は
﹁
�
字
﹂
を
捺
し
て
兵
曹
に
囘
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
�
下
﹂
と
は
︑
裁
可
し
た
�
書
に
裁
可
の

印
し
る
し

の
�
字
印
を
捺
し
て
擔
當
部
局
に
囘
付
す
る
こ
と
を
い
う(67

)

︒
そ
の
對
象
範
圍
は

c
と
し
て
中
�
・
下
�
の
官
人
層
で
︑
彼
ら
の
任
免
に
つ
い
て
は
︑
事
實
上
︑
政
曹

(
_
兵
曹
)
が
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
︑
本
來
︑
國
王
に
よ
る
﹁
落
點
﹂
の
對
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
を
省
略
し
て
﹁
口
傳
﹂
の
手
續
き
を
取
る
場
合
に

お
い
て
も
︑
_
兵
曹

(お
よ
び
承
政
院
)
か
ら
改
め
て
﹁
批
目
﹂
を
提
出
し
︑
そ
の
批
目
に
對
し
て
國
王
が
一
括
し
て
裁
可
の
﹁
批
﹂
を
下
す
︒

こ
の
た
め
︑
_
兵
曹
か
ら
の
﹁
口
傳
﹂
に
對
す
る
國
王
の
﹁
下
批
﹂
は
︑
一
般
の
下
批
と
區
別
し
て
﹁
口
傳
下
批
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
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右
贊
成
宋
煥
箕
は
︑
年
八
十
︒
崇
祿
を
加
え
て
︑
口
傳
し
て
下
批
せ
よ(68

)

︒

行
大
司
憲
李
直
輔
は
︑
今
年
七
十
︒
正
憲
も
て
︑
口
傳
し
て
下
批
せ
よ(69

)

︒

右
の
純
祖
�
の
王
命
に
お
い
て
は
︑
崇
祿
大
夫

(從
一
品
上
)
︑
正
憲
大
夫

(正
二
品
上
)
な
ど
の
位
階
が
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
﹁
下
批
﹂
さ
れ

て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
老
職
﹂
に
つ
い
て
は
︑
歲
首
に
位
階
の
昇
�

(加
�
)
を
行
う
例
で
︑
百
歲
の
老
人
に
つ
い
て
は
﹁
士
庶
﹂
を
問
わ
ず
︑

直
ち
に
﹁
崇
政
大
夫

(從
一
品
下
)
﹂
を
與
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が(70

)

︑
こ
れ
ら
は
慣
例
�
か
つ
形
式
�
な
任
命
で
あ
る
の
で
︑


單
子
の
提

出
︑
5
び
﹁
落
點
﹂
の
手
續
き
は
省
略
し
︑
略
式
の
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
﹁
下
批
﹂
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

と
は
い
え
︑
二
品
以
上
の
�
上
�
の
官
職
は
︑
本
來
﹁
落
點
﹂
の
對
象
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑﹁
老
職
﹂
の
除
z
は
﹁
口
傳
﹂
で
あ
っ
て
も

や
は
り
﹁
批
目
﹂
を
作
成
し
︑
そ
れ
を
裁
可
す
る
形
で
﹁
下
批
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
口
傳
﹂
の
場
合
に
は
﹁
三


を
備
﹂
す
る
こ
と
な
く
︑
候
補
者
が
﹁
單


﹂
で
推
擧
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
の
た
め
そ

の
內
容
は
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
國
王
の
お
耳
に
入
れ
︑
國
王
に
よ
る
裁
可
の
﹁
お
言
葉
﹂
も
﹁
口
傳
﹂
に
よ
っ
て
_
兵
曹
に
傳
'
さ
れ
た
︒
た

だ
し
︑
そ
の
後
は
_
兵
曹
が
﹁
批
目
﹂
を
作
成
し
︑
承
政
院
を
介
し
て
國
王
に
提
出
す
る
︒
國
王
は
こ
の
﹁
批
目
﹂
に
對
し
て
直
ち
に
こ
れ
を

﹁
�
下
﹂
し
︑
も
し
く
は
﹁
下
批
﹂
し
て
い
た
︒
單
に
�
字
印
を
捺
し
て
囘
付
す
る
場
合
に
は
﹁
�
下
﹂︑
コ
メ
ン
ト

(批
)
を
加
え
て
囘
付
す

る
場
合
に
は
﹁
下
批
﹂︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

か
く
し
て
﹁
�
下
﹂
や
﹁
下
批
﹂
が
行
わ
れ
た
後
に
は
︑
改
め
て
正
式
に
﹁
吿
身
﹂
が
作
成
さ
れ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
四
品
以
上
の
官
職
に
つ

い
て
は
﹁
敎
旨
﹂
が
發
給
さ
れ
︑
五
品
以
下
の
官
職
に
つ
い
て
は
﹁
差
帖
﹂
が
發
給
さ
れ
る(71

)

︒
し
か
し
︑
そ
の
發
給
の
手
續
き
を
檢
討
す
る
こ

と
は
︑
も
は
や
本
稿
と
は
別
個
の
課
題
で
あ
る
︒
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
�
鮮
時
代
に
お
け
る
官
職
任
命
の
手
續
き
の
う
ち
︑
特
に
﹁
口
傳
﹂
と
﹁
下
批
﹂
と
を
取
り
上
げ
て
そ
の
手
續
き
を
復
元
し
た
︒

そ
の
際
︑
分
析
の
對
象
は
ひ
と
ま
ず
�
鮮
時
代
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
が
︑
實
の
と
こ
ろ
﹁
下
批
﹂
に
よ
る
任
命
は
︑
す
で
に
高
麗
時
代
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
︒

王
は
凡
そ
人
を
用
う
る
に
︑
唯
だ
嬖
臣
宦
豎
と
の
み
議
し
て
︑
親
し
く
參
官
以
上
を
署
し
︑
そ
の
草
を
封
し
て
直
ち
に
政
曹
に
付
し
︑
名

づ
け
て
下﹅

批﹅

と
曰
う
︒
政
曹
︑
草
に
據
り
て
�
寫
し
︑
�
に
奏
議
す
る
な
し
︒
こ
れ
に
由
り
て
奔
競
風
を
成
し
︑
賄
賂
公
行
し
︑
賢
否
混

淆
す(

72
)

︒

右
の
高
麗
・
$
宗
�
の
記
事
に
よ
る
と
︑
$
宗
は
﹁
參
官

(常
參
官
)
﹂
以
上
の
官
職
を
自
ら
`
任
し
︑
そ
の
﹁
批
﹂
を
_
兵
曹
に
直
接
下
し

て
い
た
︒
こ
れ
は
�
鮮
時
代
に
お
け
る
﹁
中
批
﹂︑﹁
內
批
﹂︑﹁
別
批
﹂
な
ど
に
相
當
す
る
も
の
で
︑
そ
れ
自
體
は
必
ず
し
も
不
正
な
手
續
き
と

は
い
え
な
い
︒
し
か
し
$
宗
が
そ
れ
を
﹁
嬖
臣
宦
豎
﹂
と
だ
け
議
論
し
︑
本
來
そ
こ
に
參
畫
す
る
は
ず
の
中
書
門
下
の
宰
臣
︑
お
よ
び
政
曹
の

官
員
の
4
見
が
閏
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
:
官
が
特
に
批
l
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
下
批
﹂
は
$
宗
�
に
初
め
て
出
現
し
た
よ
う
に
讀
め
る
が
︑
實
際
に
は
そ
れ
よ
り
%
の
︑
毅
宗
�

の
記
事
に
す
で
に
﹁
下
批
﹂
の
存
在
が
確
#
で
き
る(73

)

︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
下
批
﹂
の
制
度
は
高
麗
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
%

段
階
に
お
け
る
一
連
の
手
續
き

︱
︱
｢


單
子
﹂
の
作
成
と
そ
れ
に
對
す
る
國
王
の
﹁
落
點
﹂︑
そ
れ
に
基
づ
く
﹁
批
目
﹂
の
作
成
と
︑
そ
れ

に
對
す
る
﹁
下
批
｣
︱
︱

に
つ
い
て
も
︑
そ
の
C
源
は
高
麗
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

口 傳 と 下 批
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官
職
の
任
免
は
國
王
の
命
令
に
基
づ
く
︒
本
稿
で
は
そ
の
命
令
が
人
事
擔
當
部
局

(政
曹
)
に
下
さ
れ
る
ま
で
の
�
 
を
問
題
と
し
た
︒
そ

の
後
︑
人
事
擔
當
部
局

(政
曹
)
か
ら
N
命
者
へ
と
王
命
が
傳
'
さ
れ
︑
N
命
者
が
國
王
に
對
し
て
拜
命

(肅
拜
)
を
行
う
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
も
︑
檢
討
す
べ
き
問
題
が
多
々
殘
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
機
會
を
改
め
て
別
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

�(1
)

川
西
裕
也
﹃
�
鮮
中
�
世
の
公
�
書
と
國
家
︱
︱
變
革
+
の
任
命
�
書
を
め

ぐ
っ
て
﹄
(二
〇
一
四
年
︑
福
岡
︑
九
州
大
學
出
版
會
)︒
朴
宰
佑
﹁
高
麗
時
+
の

吿
身
と
官
_
任
用
體
系
﹂
(﹃
韓
國
古
代
中
世
古
�
書
硏
究
﹄
硏
究
�
�
收
︑
二
〇

〇
〇
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
ソ
ウ
ル
大
學
校
出
版
部
)︒
沈
永
煥
﹃
高
麗
時
代
中
書
門
下

敎
牒
﹄
著

(二
〇
一
〇
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
소
와
당
)︒
沈
永
煥
・
朴
成
鎬
・
ノ
イ
ン

フ
ァ
ン
著
﹃
變
F
と
定
着
︱
︱
麗
末
鮮
初
の
�
謝
�
書
﹄
(二
〇
一
一
年
︑
ソ
ウ

ル
︑
民
俗
苑
)︒
朴
成
鎬
﹃
高
麗
末
�
鮮
初

王
命
�
書
硏
究
﹄
(二
〇
一
七
年
︑

坡
州
︑
韓
國
學
�
�
報
)︒

(2
)

『
尙
書
﹄
�
書
︑
舜
典

�
曰
︑
龍
︑
�
堲
讒
說
殄
行
︑
震
驚
�
師
︒
命
汝
作
�

言
︒
夙
夜
出
�
�
命
︑
惟
允
︒

(孔
傳
)
�
言
︑
喉
舌
之
官
︒
聽
下
言
︑
�
於
上
︑

N
上
言
︑
宣
於
下
︑
必
以
信
︒

(3
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
�
)
の
﹁
口
傳
﹂
の
項

(一
〇
二
頁
)
に
︑﹁
言

語
に
て
傳
ふ
る
こ
と
︒﹂
と
あ
る
︒

(4
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
�
)
の
﹁
問
安
﹂
の
項

(三
三
八
頁
)
に
︑﹁
安

否
を
伺
ふ
こ
と
︒
(問
候
)︒﹂
と
あ
る
︒

(5
)

い
わ
ゆ
る
內
僚
は
宦
官
で
は
な
く
︑
宮
中
で
奉
仕
す
る
解
放
奴
隸
を
指
す
︒
拙
著

﹃
高
麗
官
僚
制
度
硏
究
﹄
(二
〇
〇
八
年
︑
京
都
︑
京
都
大
學
學
�
出
版
會
)︑
特

に
第
七
違
︑
參
照
︒

(6
)

『六
典
條
例
﹄
卷
一
︑
宗
親
府
︑
禮
儀

各
殿
,
辰
﹇
正
�
・
冬
至
・
除
夕
・
親

祭
・
經
宿
幸
行
s
日
︑
5
別
問
安
︑
同
﹈︑
大
君
・
王
子
君
・
宗
親
・
宗
正
卿
︑

詣
閤
門
內
︑
}
承
傳
色
︑
押
班
問
安
﹇
京
擧
動
︑
5
幸
行
︑
t
宮
後
問
安
︑
勿
參
︒

〇
宗
親
朔


問
安
時
︑
各
單
子
﹈
︒

(7
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
承
政
院
︑
.
令

(正
.
)
二
十
二
日
﹇
王
大
妃
殿
,
日
︑

單
子
問
安
︒
各
殿
問
安
﹈︒

(8
)

同
右

(正
.
)
初
一
日
﹇
⁝
⁝
各
殿
正
�
︑
單
子
問
安
﹈

(9
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
承
政
院
︑
總
例

,
日
問
安
︑
當
殿
單
子
︑
各
殿
口
傳

﹇
嬪
宮
︑
不
書
﹁
臣
﹂
字
﹈
︒
正
至
齋
謁
︑
各
殿
宮
︑
單
子
問
安
﹇
正
至
親
臨
N
賀

時
︑
否
﹈︒
擧
動
經
宿
時
︑
開
門
後
︑
5
t
宮
後
︑
s
日
︑
口
傳
問
安
﹇
郊
外
擧

動
︑
雖
當
日
t
宮
︑
Q
s
日
問
安
︑
各
殿
宮
︑
一
體
問
安
﹈︒

(10
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
七
十
二
︑
英
祖
二
十
六
年
十
一
.
壬
戌
條

上
引
見
大
臣
・
均

堂
︒
⁝
⁝
是
日
︑
上
謂
諸
臣
曰
︑
﹁
宣
È
御
畫
蘭
竹
屛
︑
纔
自
沁
都
持
來
︑
俄
命

知
申
書
跋
�
︑
而
予
於
此
以
爲
Q
三
奇
事
︒
今
此
御
筆
︑
經
�
�
年
︑
墨
色
如
怨
︑

一
可
奇
也
︒
單
子
中
︑
書
神
宗
年
號
︒
今
日
得
見
皇
�
年
號
者
︑
二
可
奇
也
︒
�

畫
紙
︑
卽
問
安
︑
供
上
︑
肅
拜
單
子
之
屬
︒
可
見
宣
È
儉
德
︒
此
三
可
奇
也
︒
且

司
饔
院
供
上
單
子
︑
書
眞
魚
二
箇
︒
若
�
今
人
見
之
︑
則
必
以
二
箇
眞
魚
之
供
上

爲
怪
矣
︒
予
亦
自
奉
澹
泊
︑
以
頃
日
溫
幸
時
言
之
︑
陪
從
諸
臣
︑
皆
Q
卜
馬
︑
而

予
則
只
一
衾
一
枕
隨
之
︑
甚
覺
輕
�
︒
此
是
宣
È
禮
陟
三
年
%
�
寫
矣
︒
宣
È
禮

陟
時
︑
春
秋
五
十
七
︒
予
年
亦
五
十
七
矣
︒
不
�
愴
感
︒﹂

(11
)

�
書
の
廢
棄
︑
再
利
用
に
關
し
て
は
︑
�
年
︑
川
西
裕
也
氏
が
精
力
�
に
硏
究
を

�
め
て
い
る
︒
川
西
裕
也
﹁
�
鮮
時
代
に
お
け
る
�
書
の
廢
棄
と
再
利
用
﹂
(﹃
¢

國
�
鮮
の
�
化
と
社
會
﹄
第
十
五
號
︑
二
〇
一
六
年
︑
¢
國
・
�
鮮
�
化
硏
究
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會
)

(12
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
九
︑
肅
宗
三
十
年
二
.
壬
申
條

傳
于
政
院
曰
︑﹁
王
子
吉

禮
時
︑
永
安
尉
宮
︑
當
爲
吉
禮
�
︒
附
�
閭
閻
︑
或
Q
拘
忌
之
疾
︒
其
令
部
官
嚴

飭
︒﹂
承
旨
李
濟
︑
憑
司
謁
口
傳
書
出
︒
司
謁
示
于
承
傳
中
�
︒
中
�
入
白
于
上
︒

上
改
﹁
�
﹂
字
爲
﹁
宮
﹂
以
下
︒
俄
而
下
敎
曰
︑﹁
自
%
大
君
・
王
子
・
公
¤
c

q
︑
)
稱
宮
家
︒
吉
禮
皆
稱
嘉
禮
廳
︒
而
承
旨
不
Q
傳
敎
︑
別
生
4
見
︒
永
安
尉

q
則
稱
宮
︑
吉
禮
宮
則
稱
�
︑
顯
Q
輕
侮
親
王
子
之
4
︑
殊
甚
駭
然
︒
入
直
承
旨
︑

竝
姑
先
從
重
推
考
︒﹂
s
日
︑
政
院
繳
奏
不
從
︒
印
下
敎
曰
︑﹁
親
王
子
體
面
§
重
︑

而
�
來
士
大
夫
︑
多
輕
侮
之
︑
其
u
可
駭
︒
雖
以
嘉
禮
時
凡
事
觀
之
︑
可
推
而
知

也
︒
%
頭
圍
繞
︑
不
無
塞
責
之
¨
︒
別
爲
申
飭
︒
�
不
�
︑
依
例
書
�
︒﹂
上
以

永
安
尉
第
爲
福
家
︑
�
行
婚
禮
於
其
第
︒
公
c
祠
版
︑
逬
h
於
閭
家
︑
人
多
竊
議
︒

(13
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
一
︑
正
祖
二
十
三
年
五
.
己
卯
條

⁝
⁝
承
旨
於
榻
%
︑

以
呼
寫
之
口
諭
︑
承
書
頒
布
︑
與
或
以
司
謁
之
傳
于
各
該
q
︑
以
�
字
書
頒
︑
謂

之
傳
敎
︒
登
筵
諸
臣
︑
面
承
耳
聆
︑
H
而
奉
行
︑
謂
之
下
敎
︒
印
或
承
傳
色
奉
口

傳
下
敎
而
出
︑
則
六
承
旨
廳
坐
︑
以
�
傳
書
︑
書
以
承
傳
色
口
傳
下
敎
︑
書
頒
�

紙
︒
其
體
段
︑
亦
與
傳
敎
同
︒

(14
)

『六
典
條
例
﹄
卷
二
︑
承
政
院
︑
儀
<

王
世
子
上
駅
︑
諸
春
坊
陪
�
︒
都
承
旨

詣
閤
︒
輔
德
傳
于
都
承
旨
︑
}
}
傳
色
入
�
︒
批
下
時
︑
司
謁
來
吿
︒
都
承
旨
詣

閤
︒
承
傳
色
跪
傳
﹇
承
旨
書
批
答
5
傳
敎
︒
L
書
仍
於
閤
外
�
寫
批
答
︒
備
:
官
︒

詣
春
坊
︑
招
司
鑰
︑
以
都
承
旨
奉
批
答
來
待
之
4
入
稟
︒
入
對
令
下
︑
都
承
旨
入
︒

世
子
祗
2
︒
都
承
旨
陞
堂
︑
奉
安
批
答
卓
上
︒
世
子
陞
堂
︒
都
承
旨
讀
宣
︑
乃
H
︒

〇
代
理
後
︑
上
駅
時
︑
Q
某
承
旨
持
駅
紙
入
對
之
令
︑
承
旨
春
坊
中
︑
繕
寫
駅
本
︒

承
旨
諸
春
坊
︑
陪
詣
閤
外
︑
}
承
傳
色
︑
入
�
︒
〇
世
子
�
百
官
庭
}
時
︑
詣
仁

政
殿
︒
禮
q
展
讀
�
辭
︑
奉
�
世
子
︒
世
子
親
傳
承
傳
色
︑
入
�
︒
批
下
︑
則
世

子
親
N
︑
z
禮
q
︑
讀
批
︒﹈

(15
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
肅
宗
三
十
年
十
二
.
壬
午
條

政
院
以
入
�
�
書
中
︑

繁
瑣
可
盈
者
︑
與
È
堂
商
議
︑
定
式
條
列
︑
別
單
以
入
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
外
方
駅
批
︑

依
京
官
駅
批
︑
勿
爲
小
單
子
�
下
︑
直
以
批
答
措
辭
成
;
︒

(16
)

國
王
へ
の
上
言
は
﹁
�
﹂
と
稱
す
る
の
が
本
來
で
あ
る
が
︑
�
鮮
後
+
に
入
る
と

�
)
に
﹁
奏
﹂
と
稱
す
る
よ
う
に
な
る
︒
も
と
よ
り
︑
淸
�
を
﹁
胡
﹂
と
み
な
す

4
識
の
反
映
で
あ
る
︒

(17
)

%
揭
�

(14
)︑
參
照
︒

(18
)

拙
稿
﹁
�
鮮
時
代
の
Q
旨
書
狀
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
鮮
學
報
﹄
第
二
四
一
輯
︑
二
〇

一
六
年
︑
天
理
︑
�
鮮
學
會
)

(19
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
肅
宗
十
年
四
.
丁
酉
條

⁝
⁝
擧
行
條
件
者
︑
榻
%
說

話
之
將
�
擧
行
者
︑
入
侍
L
書
︑
正
書
入
�
之
稱
也
︒

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
七
︑
正
祖
十
七
年
六
.
壬
申
條

敎
曰
︑﹁
�
來
�
謂
擧
條
︑

亦
屬
¬
�
中
一
事
︒
故
事
︑
凡
諸
臣
筵
奏
之
可
以
出
�
報
者
︑
承
旨
抄
出
︑
�
頒

�
紙
︒
此
�
謂
擧
行
條
件
也
︒
記
L
之
才
︑
漸
不
如
古
︑
而
草
册
�
下
之
式
︑
出

焉
︒
印
其
後
︑
書
;
鯵
)
於
當
者
︑
�
改
字
句
矣
︒
�
來
則
�
謂
鯵
)
︑
不
�
是

某
事
何
事
三
數
字
︒
如
是
也
︑
故
其
�
答
)
︑
�
爲
一
�
�
字
︑
點
綴

琢
︑
非

駅
�
而
似
駅
�
︒
不
但
Q
�
故
例
︑
冗
辭
剩
語
︑
)
越
莫
甚
︒
自
今
申
復
舊
制
︑

大
小
�
會
︑
5
登
筵
時
筵
臣
奏
語
之
當
出
擧
條
者
︑
只
以
擧
行
之
大
略
︑
一
依
筵

說
例
書
入
︑
鋪
張
綴
�
之
u
︑
一
切
嚴
禁
︒﹂

(20
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
︑
正
祖
二
十
二
年
十
一
.
丙
子
條

⁝
⁝
大
抵
︑
擧
條
云

者
︑
卽
擧
行
條
件
之
謂
也
︒
古
則
L
書
�
錄
之
草
册
︑
筵
H
後
︑
卽
爲
�
下
︑
承

旨
抄
出
︒
其
當
爲
擧
行
之
條
件
︑
頒
示
於
�
紙
︒
故
�
謂
擧
條
︑
例
不
�
數
三
行
︒

至
於
擧
條
批
旨
︑
承
書
讀
奏
之
法
︑
則
始
自
先
�
丙
戌
以
後
︒
蓋
緣
:
官
之
多
未

能
諦
聽
上
敎
︑
慮
Q
錯
®
︑
仍
而
讀
奏
︑
¯
以
爲
例
矣
︒
�
來
則
擧
條
�
成
一
大

�
字
︒
如
錢
穀
甲
兵
之
不
得
不
詳
悉
者
︑
固
宜
詳
悉
︑
而
至
於
±
官
庶
僚
︑
細
事

駅
<
之
陳
稟
者
︑
輒
敢
以
剩
語
瑣
說
︑
Q
若
對
策
之
虛
頭
︑
張
皇
論
列
︑
無
難
書

�
︒
此
亦
�
廷
不
§
嚴
之
一
端
矣
︒

(21
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
正
祖
四
年
十
二
.
庚
申
條

命
備
忘
記
︑
�
承
旨
書
頒
︑

著
爲
式
︒
敎
曰
︑﹁
均
是
絲
綸
︑
而
承
旨
入
侍
傳
敎
︑
司
謁
口
傳
下
敎
︑
承
旨
書

之
︒
至
於
備
忘
記
︑
事
體
	
彼
無
衣
︒
況
是
t
入
之
紙
︑
則
謬
例
之
一
任
_
手
�

出
者
︑
萬
萬
乖
當
︒
此
後
備
忘
記
︑
司
謁
傳
于
承
旨
︑
則
承
旨
傳
書
一
)
︑
與
司

口 傳 と 下 批
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謁
	
準
後
︑
原
本
t
入
︑
仍
以
�
�
之
本
頒
布
︒
以
此
載
之
故
事
︑
定
式
´
行
︒﹂

(＊
右
の
規
定
は
﹃
六
典
條
例
﹄
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒﹃
六
典
條
例
﹄
卷
二
︑

承
政
院
︑
出
�

備
忘
記
下
者
︑
承
旨
奉
聽
︑
正
書
對
準
後
︑
原
備
忘
記
︑
t

入
︒
)

(22
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
九
︑
世
宗
二
十
五
年
正
.
己
未
條

上
謂
承
旨
等
曰
︑﹁
凡

公
事
︑
皆
令
宦
者
出
�
︑
而
司
謁
只
掌
肅
拜
單
字
︑
已
Q
成
法
︒
今
倭
人
獻
香
︑

宦
者
致
®
︑
予
問
之
︑
答
云
︑﹃
司
謁
傳
z
於
臣
︑
因
致
錯
®
﹄︒
是
卽
宦
者
怠
於

出
�
︑
爾
等
必
z
司
謁
以
�
︒
觀
此
一
事
︑
其
餘
可
知
︒
予
欲
�
司
謁
不
得
踵
承

政
院
門
︑
何
如
︒﹂
承
旨
趙
瑞
康
・
李
承
孫
・
趙
克
µ
・
金
銚
・
姜
碩
德
等
︑
俯

伏
謝
罪
曰
︑﹁
�
來
事
Q
5
+
而
不
5
z
諸
中
官
︑
則
或
z
司
謁
︑
臣
等
罪
在
不

赦
︑
惶
恐
無
地
︒
但
本
院
事
劇
︑
非
一
中
官
�
能
出
�
︑
倘
Q
一
緊
�
事
︑
旣
z

中
官
︑
中
官
或
入
內
未
�
︑
或
在
內
親
稟
他
事
︑
不
得
出
入
︑
印
値
緊
�
事
︑
若

待
中
官
︑
則
事
不
5
+
︒
臣
等
以
爲
︑
若
非
口
�
公
事
︑
則
屬
諸
司
謁
︑
轉
z
中

官
︑
庶
�
事
不
淹
滯
︑
似
爲
�
益
︒﹂
上
曰
︑﹁
宦
者
・
司
謁
︑
可
掌
之
事
︑
區
別

以
�
︒﹂
¯
下
傳
旨
曰
︑﹁
無
取
旨
︑
無
言
辭
公
事
︑
令
司
謁
傳
�
︒﹂
初
︑
上
詰

承
旨
時
︑
宦
者
金
忠
︑
泣
謂
瑞
康
等
曰
︑﹁
一
日
萬
機
︑
一
宦
者
出
�
︑
勞
苦
難

堪
︒
諸
公
}
于
上
︑
得
與
司
謁
分
掌
諸
事
︑
則
諸
公
之
賜
也
︒
吾
輩
敢
忘
其
賜
︒﹂

故
瑞
康
等
︑
冒
威
力
}
︑
乃
Q
是
命
︒
忠
喜
謝
瑞
康
等
︒

(23
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
肅
宗
三
十
年
十
二
.
壬
午
條

政
院
以
入
�
�
書
中
︑

繁
瑣
可
盈
者
︑
與
È
堂
商
議
︑
定
式
條
列
︑
別
單
以
入
︒
⁝
⁝
國
�
舊
制
︑
事
無

大
小
︑
D
令
屢
關
[
聽
者
︑
豈
無
深
4
︒

(24
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
卽
位
年
八
.
丙
午
條

凡
用
人
︑
該
曹
每
一
任
書
可
用
者

三
人
︑
以
�
︑
御
筆
點
當
用
人
名
上
︑
謂
之
N
點
︑
用
之
於
二
品
以
上
備
任
時
︒

(25
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
七
十
八
︑
世
宗
十
九
年
八
.
乙
丑
條

議
政
府
�
︑﹁
今
銓
`
之

法
︑
似
Q
未
盡
︒
可
行
條
件
︑
具
錄
以
聞
︒
一
︑
臺
諫
除
z
︑
必
擬
數
人
N
點
︑

已
Q
%
例
︒
若
書
筵
輔
德
以
下
官
︑
寺
監
l
事
︑
藝
�
直
提
學
・
直
館
︑
本
府
舍

人
・
檢
詳
︑
六
曹
・
漢
城
府
郞
廳
︑
𠛬
曹
都
官
知
曹
事
・
郞
廳
︑
中
樞
院
經
歷
・

都
事
︑
宗
親
府
典
籤
︑
箇
.
各
司
四
品
以
上
官
︑
各
�
首
領
官
・
守
令
等
︑
其
任

尤
重
︑
必
須
精
擇
︒
今
後
亦
依
臺
諫
例
︑
必
擬
數
人
︑
具
�
歷
官
才
行
︑
N
點
︒

⁝
⁝
﹂
從
之
︒

(26
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
刊
)
の


單
子
の
項

(三
〇
一
頁
)
に
︑﹁
三



を
列
記
し
た
る
單
子
︒
(


記
・


筒
)﹂
と
あ
り
︑
同
書
の
三


の
項

(四
五
二

頁
)
に
︑﹁
官
員
推
薦
の
時
候
補
者
三
名
を
`
定
す
る
こ
と
﹂
と
あ
る
︒

(27
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
刊
)
の
單
子
の
項

(一
八
二
頁
)
に
︑﹁
書
附
﹂

と
あ
る
︒

(28
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
成
宗
三
年
二
.
丙
戌
條

御
經
筵
︒
¹
訖
︑
⁝
⁝

(大

司
憲
金
)
之
慶
等
印
�
曰
︑﹁
銓
L
︑
國
之
大
事
︒
_
兵
曹


單
子
︑
不
詳
錄
出

身
・
來
歷
︑
甚
未
�
︒
侍
從
・
�
臣
︑
則
上
自
知
之
︒
其
餘
外
官
︑
豈
能
盡
知
︒

臺
諫
亦
不
知
來
歷
︑
雖
Q
L
擬
失
當
者
︑
未
能
擧
云
︒
}
自
今


單
子
名
下
︑
備

言
出
身
・
來
歷
︑
以
防
冒
濫
之
¨
︒﹂
上
曰
︑﹁
知
�
︒﹂

(29
)

N
點
の
後
に
批
草
を
書
く
例
︱
︱

『魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)
﹄
卷
六
︑
魯
山
君

(端
宗
)
元
年
六
.
癸
巳
條

⁝
⁝
厥
後
︑
y
l
_
曹
事
許
詡
︑
畏
政
府
︑
官
無
大
小
︑
皆
稟
政
府
指
�
︒
雖
如

權
務
・
渡
丞
之
±
者
︑
非
由
政
府
︑
不
得
焉
︒
除
z
之
日
︑
則
政
府
會
于
議
事
廳
︒

_
曹
堂
上
︑
令
參
議
守
官
案
︑
坐
政
廳
︑
�
�
`
司
郞
官
︑
詣
政
府
廳
︑
L
擬
︒

N
點
後
︑
下
于
政
廳
︑
書
批
草
而
已
︒

(＊
國
王
の
﹁
落
點
﹂
を
N
け
た
後
︑
そ
の
內
容
を
﹁
批
草
﹂
に
書
き
上
げ
て
︑

再
度
國
王
に
提
出
し
︑
國
王
よ
り
の
﹁
下
批
﹂
を
N
け
る
の
で
あ
る
︒
)

(30
)

『魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)
﹄
卷
七
︑
魯
山
君

(端
宗
)
元
年
七
.
癸
未
條

⁝
⁝

(金
)
宗
瑞
曰
︑
﹁
⁝
⁝
凡
人
君
�
爲
︑
皆
謂
之
政
事
︑
然
其
中
用
人
︑
乃

政
事
之
大
者
︒
苟
`
用
非
其
人
︑
憸
小
竊
位
︑
則
國
事
日
將
非
矣
︒
⁝
⁝
﹂

(31
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
一
︑
仁
祖
七
年
七
.
戊
子
條

將
開
政
︑
上
下
敎
于
_
批

曰
︑﹁
本
曹
郞
廳
︑
盡
爲
差
出
︒
﹂
_
批
以
李
昭
漢
・
趙
絅
・
羅
萬
甲
擬


︒
上
命

改


︒
_
批
�
曰
︑﹁
本
曹
郞
官
︑
自
%
勘
一
時
名
液
之
合
於
人


者
︑
議
薦
︑

然
後
以
其
*
第
︑
擬


差
出
︑
例
也
︒
�
日
郞
官
皆
Q
故
︑
獨
Q
正
郞
李
行
º
︒

今
承
差
出
之
敎
︑
以
%
日
�
勘
薦
者
︑
擬


入
�
矣
︒
今
承
改


之
敎
︑
臣
等
反

東 方 學 報
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P
商
量
︑
此
三
人
外
︑
雖
Q
可
擬
者
︑
猝
難
備
擬
︑
而
%


三
人
︑
處
置
亦
難
︒

%


之
外
︑
加
擬
何
如
︒﹂
上
不
從
︒
�
以
李
昭
漢
・
李
景
曾
・
吳
竱
・
韓
興
一

擬


︒
上
怒
曰
︑﹁
旣
令
改


︑
則
�
當
以
他
人
備
擬
︑
而
首


以
%


偃
然
書

入
︑
極
爲
駭
愕
︒
當
該
堂
上
︑
推
考
︒
郞
廳
︑
罷
職
︒﹂
_
批
¯
罷
政
而
出
︒

(＊
_
批
と
は
_
曹
の
人
事
擔
當
者
の
總
稱
︒
)

(32
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
三
︑
仁
祖
元
年
閏
十
.
戊
申
條

上
御
�
政
殿
︑
親
政
︒
⁝
⁝

東
銓
堂
上
郞
廳
︑
以
*
伏
於
東
壁
︒
承
旨
伏
於
東
楹
內
︒
西
銓
堂
上
郞
廳
︑
以
*

伏
於
西
壁
︒
承
旨
伏
於
西
楹
內
︑
左
右
:
以
*
伏
於
承
旨
之
後
︒
_
兵
曹
令
郞
廳

書
單
子
︑
l
書
傳
z
承
旨
︒
承
旨
跪
�
於
榻
%
︒
內
官
遞
N
︑
跪
展
於
御
案
︒
旣

落
點
︑
內
官
印
傳
z
承
旨
︒
承
旨
傳
z
l
書
︒

(33
)

『六
典
條
例
﹄
卷
七
︑
兵
曹
︑
總
例

親
臨
都
政
時
︑
諸
堂
郞
︑
以
*
�
伏
於
_

曹
政
官
之
西
︒
政
官
書
�
︑
首
堂
上
跪
傳
兵
q
承
旨
︑
參
l
付
籤
︑
參
議
抄
闕
︒

參
知
︑


單
子
考
準
︒
正
郞
︑
書
草


︒
佐
郞
︑


單
子
正
書
︒
L
書
︑
御
覽
政

事
正
書
︒
每
度
五


式
︑
入
�
︒
如
Q
�
}
等
事
︑
則
l
堂
�
%
奏
'
︑
出
擧
條
︒

政
畢
後
︑
下
直
而
H
﹇
都
目
畢
度
後
︑
l
書
初
度
G
辭
︑
入
�
﹈︒

(＊
同
じ
﹁
親
政
﹂
で
も
_
曹
の
﹁
總
例
﹂
は
若
干
衣
な
っ
て
い
る
︒﹃
六
典
條

例
﹄
卷
一
︑
_
曹
︑
總
例

親
政
Q
命
︑
權
減
正
佐
郞
各
一
員
︒
%
+
︑
口
傳
差

出
︒
l
書
袖
草


册
﹇
懸
�
如


單
子
﹈︒
參
議
袖
闕
記
︒
郞
官
各
持
筆
墨
紙
硯
︑

以
*
�
︑
詣
殿
座
%
︑
先
G
政
官
座
目
︒
凡
�
辭
︑
l
書
�
奏
︑
承
批
後
︑
l
書

呼


︒
郞
官
執
草
正
書
︒
參
l
照
檢
︒
L
書
書
御
覽
政
事
︒
每
度
五


︑
不
入
筒
︑

�
G
︒
承
旨
捧
入
︒
待
點
下
︒
都
承
旨
讀
批
訖
︑
傳
于
L
書
︑
以
5
l
書
︒
參
議

抄
闕
︒
郞
官
書
敎
旨
︒
尙
瑞
官
安
寶
︒
)

(34
)

『景
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
景
宗
元
年
十
二
.
乙
酉
條

鞫
�
Q
�
・
朴
尙
儉
︒
⁝
⁝

尙
儉
供
稱
︑﹁
⁝
⁝
內
官
之
任
︑
凡
於
公
事
︑
踏
�
字
︑
書
批
答
而
已
︒
寧
Q
干

犯
之
理
︒
⁝
⁝
﹂

(35
)

中
批
と
は
﹁
銓
衡
を
經
ず
特
旨
を
以
て
官
に
任
ず
る
こ
と
﹂
(
�
鮮
總
督
府
刊

﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
七
七
五
頁
)︒

『
$
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
$
宗
十
七
年
五
.
己
亥
條

以
朴
�
賢
爲
成
均
館
大

司
成
︑
李
翎
爲
司
憲
府
執
義
︑
姜
士
弼
爲
掌
令
﹇
特
旨
也
︒
士
弼
兩
爲
掌
令
︑
皆

以
中
批
除
之
︒
人
皆
疑
之
﹈
︑
姜
克
¾
爲
弘
�
館
副
應
敎
︒

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
六
︑
肅
宗
十
一
年
十
一
.
乙
亥
條

掌
令
兪
命
一
�
曰
︑
﹁
用

人
之
�
︑
必
付
銓
衡
︒
今
玆
擢
拜
之
擧
︑
固
知
[
4
Q
在
︑
而
一
日
之
政
︑
中
批

居
多
︑
此
豈
[
世
美
事
︒
至
於
金
錫
衍
︑
徒
以
肺
腑
至
親
︑
遽
z
度
荏
佐
貳
︒
凡

在
瞻
聆
︑
莫
不
爲
駭
︒
}
t
收
崔
錫
鼎
・
李
世
白
怨
z
加
�
︑
5
金
錫
衍
特
除
之

命
︒﹂
答
曰
︑﹁
t
收
等
事
︑
已
諭
於
諫
臣
駅
批
︒
亟
停
︑
勿
煩
︒﹂

(36
)

內
批
の
例
︱
︱

『
$
宗
實
錄
﹄
卷
七
︑
$
宗
三
年
正
.
丁
亥
條

以
趙
彥
秀
爲
嘉
善
大
夫
・
戶
曹

參
l
︒
陳
復
昌
爲
)
政
大
夫
・
弘
�
館
副
提
學
﹇
皆
出
於
內
批
﹈︒

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
肅
宗
元
年
四
.
壬
辰
條

內
批
︑
以
李
翊
相
爲
右
尹
︒
是

政
︑
翊
相
以
末
擬
︑
除
大
司
諫
︑
俄
印
擢
z
右
尹
︒

(37
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
四
︑
太
宗
十
二
年
十
.
丙
子
條

議
政
府
�
下
批
之
法
︒

先
是
︑
批
目
下
政
府
︑
_
q
錄
事
︑
齎
吿
堂
上
私
第
︒
至
是
︑
政
府
上
言
︑﹁
批

目
旣
下
至
本
府
︑
舍
人
以
下
︑
2
入
正
廳
︑
傳
寫
以
示
私
第
︒
舍
人
奉
批
目
︑
安

頓
淨
處
案
上
︒
s
日
︑
堂
上
合
坐
︑
舍
人
齎
奉
︑
置
正
廳
中
案
上
︒
堂
上
就
%
覽

訖
︑
舍
人
t
奉
而
出
︒
_
兵
曹
亦
用
此
例
︑
以
革
褻
慢
之
u
︒﹂
從
之
︒

(38
)

太
宗
�
の
改
革
以
%
に
は
︑
常
參
官
の
人
事
は
議
政
府
が
擔
當
し
て
い
た
︒

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
太
宗
十
四
年
四
.
庚
申
條

分
政
府
庶
事
︑
歸
于
六
曹
︒

⁝
⁝
初
︑
上
慮
政
府
權
重
︑
思
Q
以
革
之
︑
ç
重
未
遽
︑
至
是
行
之
︒
政
府
�
掌
︑

唯
事
大
�
書
︑
5
P
按
重
囚
而
已
︒

(39
)

批
目
に
國
王
の
印

(寶
)
を
捺
す
事
例
︱
︱

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
五
︑
成
宗
二
十
四
年
三
.
癸
巳
條

傳
旨
議
政
府
曰
︑

﹁
人
c
命
令
︑
莫
重
於
Â
賞
︑
而
舊
例
︑
政
批
・
官
敎
︑
用
施
命
之
寶
︒
賜
土

田
・
臧
獲
︑
用
大
寶
︒
輕
重
失
宜
︑
Q
乖
事
體
︒
自
今
.
二
十
八
日
︑
政
批
・
官

敎
︑
用
大
寶
︒
一
應
賜
牌
︑
用
施
命
之
寶
︒﹂

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
二
︑
成
宗
二
十
四
年
九
.
辛
酉
條

尙
衣
院
�
怨
Ã

施
命
寶
︒
傳
旨
議
政
府
曰
︑﹁
人
c
命
令
︑
莫
重
於
Â
賞
︑
而
舊
例
︑
政
批
・
官

口 傳 と 下 批
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敎
︑
用
施
命
玉
寶
︑
賜
土
田
臧
獲
5
倭
野
人
官
敎
︑
用
大
寶
︑
輕
重
失
宜
︑
Q
乖

事
體
︒
故
自
癸
丑
三
.
二
十
八
日
︑
政
批
・
官
敎
︑
用
大
寶
︑
賜
牌
用
施
命
玉
寶
︒

但
於
政
批
︑
每
用
大
寶
︑
則
印
跡
已
刓
︑
此
非
細
故
︑
而
施
命
玉
寶
︑
體
制
差
小
︑

不
合
於
用
︒
故
今
依
大
寶
體
制
︑
用
黃
金
︑
怨
Ã
施
命
之
寶
︒
自
今
九
.
三
十
日
︑

政
批
・
官
敎
︑
5
倭
野
人
官
敎
︑
一
應
賜
牌
︑
皆
用
怨
寶
︒
其
以
此
4
︑
曉
諭
中

外
︒﹂

(40
)

單


�
下
の
例
︱
︱

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
仁
祖
十
年
十
二
.
庚
寅
條

_
批
�
曰
︑﹁
太
學
︑
乃

首
善
之
地
︑
敎
F
之
本
︒
師
長
得
其
人
︑
訓
誨
多
士
︑
¹
$
�
學
︑
以
爲
丕
變
風

俗
之
地
者
︑
爲
今
日
�
務
︒
故
[
上
臨
御
以
後
︑
特
設
司
業
二
員
︑
y
司
藝
・
y

直
¹
各
一
員
︒
其
4
實
Q
�
在
︒
而
今
皆
空
其
官
而
不
用
︑
此
實
可
惜
︒
當
世
非

無
好
學
向
善
之
人
︑
而
特
患
其
不
爲
湔
拔
耳
︒
}
於
今
政
︑
極
擇
差
出
︑
令
與
大

司
成
︑
同
心
誘
掖
︑
宜
當
︒
但
莫
重
之
任
︑
勢
難
備
擬
三


︒
}
依
朴
知
誡
︑
單



�
下
︒﹂
上
從
之
︒

『正
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
正
祖
十
二
年
正
.
戊
辰
條

⁝
⁝
舊
例
︑
軍
門
從
事

官
︑
獨
捕
廳
備
三


︒
其
餘
單


�
下
︒

(41
)

單


下
批
の
例
︱
︱

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
八
十
九
︑
宣
祖
三
十
年
六
.
甲
子
條

持
Æ
李
諴
﹇
座
目
同
上
﹈

來
�
曰
︑﹁
⁝
⁝
軍
器
寺
參
下
官
︑
舊
例
︑
以
訓
鍊
院
一
È
移
差
︑
以
*
去
官
︑

而
自
經
亂
後
︑
以
武
庫
�
管
緊
重
︑
不
可
循
例
苟
閏
︒
曾
因
大
臣
�
辭
︑
別
用
參

下
武
臣
︑
極
擇
塡
差
︒
其
4
未
爲
不
可
矣
︒
但
立
規
之
初
︑
<
目
未
盡
︒
除
拜
之

際
︑
提
x
只
憑
本
寺
長
官
薦


︑
擧
其
中
一
人
︑
;
于
該
曹
︑
單


下
批
︒
陞
�

之
規
︑
É
依
四
館
之
例
︒
故
一
年
之
內
︑
�
盡
去
官
︒
揆
諸
政
體
︑
旣
可
據
︑
而

其
液
之
¨
︑
漸
乖
本
4
︑
頗
Q
猥
濫
冗
雜
之
譏
︑
物
�
之
未
�
︑
久
矣
︒
}
自
今

以
後
︑
令
_
曹
︑
偕
同
本
寺
提
x
︑
十
分
`
揀
︑
備
三


N
點
︒
去
官
之
規
︑
竝

令
該
曹
︑
參
商
量
定
︑
以
爲
恒
式
︒
⁝
⁝
﹂
答
曰
︑﹁
依
�
﹂︒

(42
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
三
︑
正
祖
十
五
年
九
.
丁
丑
條

宣
惠
廳
提
x
金
�
淳
上

駅
曰
︑﹁
惠
局
郞
廳
差
出
︑
自
設
置
以
來
︑
必
於
首


︑
書
﹃
爲
﹄
字
者
︑
堂
上

排
擬
︑
自
Q
商
量
高
低
︑
故
雖
以
大
臣
之
§
︑
信
之
不
疑
而
已
︒
印
其
畢
悦
之
單



�
下
︑
Q
衣
於
備
三


N
點
而
然
也
︒
今
於
四
郞
廳
差
出
之
際
︑
都
提
x
於
一

郞


︑
書
﹃
爲
﹄
字
於
副
擬
︒
百
Q
餘
年
液
來
格
例
︑
到
臣
身
而
擺
却
︑
莫
非
臣

人
±


輕
之
致
︑
�
誰
咎
哉
︒
旣
Ê
此
%
�
未
Q
之
事
︑
則
以
此
�
踪
︑
豈
可
曰

以
堂
上
︑
抗
顏
於
惠
局
之
任
哉
︒
伏
乞
亟
E
臣
惠
堂
之
任
︑
以
存
公
格
︒﹂

(43
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
�
)
の
﹁
�
字
﹂
の
項

(六
〇
頁
)
に
︑﹁
�
字

を
刻
し
た
る
木
印
︑
上
裁
を
經
た
る
�
書
に
押
す
︒﹂
と
あ
り
︑
同
じ
く
﹁
�
下
﹂

の
項

(六
〇
頁
)
に
︑﹁
上
裁
を
經
た
る
こ
と
︒﹂
と
あ
る
︒

(44
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
七
︑
正
祖
二
十
一
年
八
.
辛
亥
條

⁝
⁝
秉
模
曰
︑﹁
承
批
︑

然
後
始
成
�
蹟
︒
Q
�
蹟
︑
然
後
始
可
擧
行
︒﹂
承
旨
李
益
Ë
曰
︑﹁
設
Q
�
蹟
︑

罪
人
不
出
付
Q
司
︑
臣
等
將
何
以
擧
行
乎
︒﹂
上
不
聽
︑
¯
�
發
行
數
里
︒
益
Ë

等
且
行
且
奏
曰
︑﹁
大
臣
奏
語
︑
不
可
無
批
︒﹂
上
命
以
﹁
依
爲
之
﹂
書
頒
批
旨
︒

(45
)

こ
こ
で
は
宗
親
府
よ
り
國
王
に
原
案
を
狀
�
し
て
裁
可
を
得
る
こ
と
を
﹁
�
下
﹂

と
い
い
︑
そ
れ
を
N
け
て
_
曹
が
批
目
を
作
成
し
︑
國
王
か
ら
の
﹁
下
批
﹂
を
N

け
て
そ
の
內
容
を
N
命
者
に
傳
'
す
る
こ
と
を
﹁
下
批
﹂
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒

(46
)

『
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
�
)
の
﹁
下
批
﹂
の
項

(
九
一
〇
頁
)
に
︑﹁
三



を
備
へ
ず
一
人
の
み
を
記
し
て
奏
上
任
命
す
る
こ
と
︒﹂
と
あ
る
︒

(47
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
一
︑
正
祖
十
四
年
十
.
丁
卯
條

*
對
︒
右
議
政
蔡
濟
恭

�
言
︑﹁
今
年
邦
慶
︑
�
以
Ì
喜
者
︑
容
Q
極
哉
︒
以
故
�
官
七
十
以
上
︑
皆
許

備
三


下
批
後
︑
w
榮
三
代
︒
士
庶
八
十
以
上
︑
則
皆
許
單
付
同
樞
︒
蓋
單
付
者
︑

只
給
自
己
吿
身
︑
不
許
w
榮
︑
卽
銓
法
之
不
易
者
︒
⁝
⁝
﹂

(48
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
世
宗
卽
位
年
八
.
丙
午
條

凡
用
人
︑
該
曹
每
一
任
︑
書

可
用
者
三
人
以
�
︒
御
筆
點
當
用
人
名
上
︑
謂
之
N
點
︑
用
之
於
二
品
以
上

備

任
時
︒
如
提
擧
・
別
坐
・
敬
差
官
之
類
︑
不
由
批
目
而
用
之
者
︑
謂
之
口
傳
︑
用

之
於
三
品
以
下
差
任
時
︒

(49
)

同
右

兵
曹
�
于
上
王
︑
﹁
今
後
︑
中
外
軍
務
︑
本
曹
�
奉
宣
旨
︑
行
移
後
︑
具

本
︑
�
于
c
上
︒﹂
從
之
︒
兵
曹
印
�
︑﹁
凡
N
點
︑
已
N
點
後
︑
�
于
c
上
︒
口

東 方 學 報
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傳
則
已
�
聞
後
︑
�
修
入
抄
狀
︑
�
于
c
上
︑
然
後
口
傳
︒﹂

(＊
こ
の
時
+
︑
武
官
の
人
事
は
引
H
し
た
上
王

(太
宗
)
が
掌
握
し
て
い
た
︒

こ
の
た
め
︑
口
傳
の
人
事
は
上
王
に
�
聞
し
た
後
︑
改
め
て
﹁
抄
狀
﹂
を
作
成
し

て
c
上

(世
宗
)
に
�
聞
し
︑
世
宗
の
裁
可
を
得
て
か
ら
﹁
口
傳
﹂
し
て
い
た
の

で
あ
る
︒
)

(50
)

い
わ
ゆ
る
﹁
差
帖
﹂
は
_
兵
曹
か
ら
發
給
さ
れ
る
︒

『六
典
條
例
﹄
卷
一
︑
_
曹
︑
�
`
司
︑
吿
身

�
奉
大
夫
以
上
︑
敎
旨
安
寶
︒

)
德
郞
以
下
郞
階
︑
5
無
祿
官

(�
略
)
差
帖
︑
竝
踏
印
成
給
︒

『六
典
條
例
﹄
卷
七
︑
兵
曹
︑
政
色
︑
吿
身

宣
略
將
軍
以
上
︑
敎
旨
安
寶
︒
果

毅
校
尉
以
下
︑
差
帖
踏
印
︒

(51
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
世
宗
二
年
七
.
丙
申
條

上
曰
︑﹁
今
於
事
大
�
書
︑
亦
不

敢
用
寶
︑
而
用
於
批
目
︑
可
乎
︒
其
州
郡
守
令
︑
依
舊
例
︑
口
傳
可
矣
︒
京
官
則

未
Q
%
規
︒
令
_
曹
︑
議
定
權
行
之
法
︒﹂

(52
)

『高
麗
:
﹄
卷
七
十
七
︑
百
官
志
二
︑
外
職
︑
大
都
護
府
條
︑
�

舊
制
︑
補
外

者
︑
竝
帶
京
官
赴
任
︒
若
秩
高
者
補
外
︑
品
秩
不
相
當
︑
則
以
本
職
帶
﹁
%
﹂
字
︑

赴
任
︒

(53
)

『宋
:
﹄
卷
四
百
八
十
七
︑
外
國
三
︑
高
麗
傳

歲
十
二
.
朔
︑
王
坐
紫
門
小
殿
︑

L
官
︒
外
官
則
付
國
相
︒

(54
)

%
揭
�

(25
)︑
參
照
︒

(55
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
五
十
五
︑
燕
山
君
十
年
八
.
癸
亥
條

廢
政
批
爲
口
傳
︒

(56
)

同
右

舊
制
︑
Q
差
除
︑
%
+
一
日
︑
_
兵
曹
對
設
政
廳
於
闕
內
︑
L
擬
︑
取
上

落
點
︑
然
後
下
批
︑
例
也
︒
至
是
︑
王
淫
戲
無
度
︑
惟
日
不
足
︑
故
從
�
爲
口
傳
︑

或
一
日
擬
�
者
︑
至
一
旬
不
下
︒
內
嬖
之
人
︑
因
緣
干
}
︑
政
事
日
非
︒

(57
)

『燕
山
君
日
記
﹄
卷
五
十
八
︑
燕
山
君
十
一
年
五
.
庚
寅
條

傳
曰
︑﹁
口
傳
人
︑

何
必
待
政
事
︑
然
後
下
批
乎
︒
今
後
_
兵
曹
口
傳
批
草
︑
隨
卽
書
寫
︑
安
印
下

批
︒﹂
王
�
興
淸
︑
出
Í
禁
標
內
︑
無
虛
日
︒
故
Q
窠
闕
︑
卽
令
口
傳
下
批
︒

(58
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
二
︑
世
宗
卽
位
年
十
一
.
癸
酉
條

宣
旨
︑﹁
軍
器
監
・
司
僕

寺
・
訓
鍊
觀
官
_
︑
兵
曹
N
點
︑
;
_
曹
︑
下
除
目
︒﹂

(＊
_
曹
か
ら
改
め
て
﹁
批
目
﹂
を
提
出
し
︑
國
王
の
裁
可
を
經
へ
て
批
目

(除

目
)
を
下
す
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
一
︑
世
宗

卽
位
年
八
.
丙
午
條
に
︑
﹁
兵
曹
印
�
︑
凡
N
點
︑
已
N
點
後
︑
�
于
c
上
﹂
と

あ
る
こ
と
が
參
考
と
な
る
︒
な
お
︑
こ
の
時
+
の
﹁
宣
旨
﹂
は
︑
H
位
し
た
太
宗

の
命
令
を
指
す
︒
)

(59
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
成
宗
四
年
四
.
辛
巳
條

司
憲
府
大
司
憲
徐
居
正
等

上
箚
子
曰
︑﹁
伏
聞
副
司
猛
崔
湔
︑
曾
於
永
安
�
高
嶺
鎭
僉
<
制
�
︑
N
點
︑
未

5
下
批
︑
陳
}
老
病
兩
親
歸
覲
後
赴
任
︑
特
命
改
差
︒
⁝
⁝
﹂

(60
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
五
︑
成
宗
十
八
年
七
.
乙
巳
條

司
憲
府
掌
令
奉
元
孝
來

�
曰
︑﹁
凡
z
職
者
︑
N
點
出
謝
︑
禮
任
署
事
︑
然
後
謂
之
實
行
其
職
︒
今
慶
絍
︑

政
事
初
日
︑
晉
州
牧
�
落
點
︑
未
下
批
%
︑
以
準
職
例
論
︑
卽
加
)
政
︒
此
事
雖

出
於
上
旨
︑
_
曹
固
當
執
�
︒
l
書
申
浚
︑
參
l
盧
公
弼
︑
皆
絍
五
六
寸
親
︑
而

冒
以
準
職
�
陞
堂
上
︑
必
Q
�
由
︒
}
鞫
之
︒﹂

(61
)

『中
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
中
宗
五
年
六
.
戊
戌
條
︑
�

政
事
則
例
就
闕
庭
︑
L

擬
N
點
︒
銓
曹
堂
上
︑
不
詣
闕
庭
︑
從
�
L
擬
︑
由
政
院
以
�
N
點
者
︑
名
曰
口

傳
︒

(62
)

『孝
宗
實
錄
﹄
卷
六
︑
孝
宗
二
年
六
.
戊
申
條

上
引
見
大
臣
5
備
局
諸
臣
︒

⁝
⁝
上
曰
︑﹁
國
家
舊
例
︑
推
考
甚
嚴
︑
Q
禁
府
推
考
之
規
云
︒
然
�
來
被
推
者
︑

視
爲
Ï
常
︑
帶
推
行
公
︑
少
無
警
惕
之
心
︒
憲
府
之
官
︑
久
不
開
坐
︑
以
致
畢
推

之
未
易
︑
事
極
Ñ
心
矣
︒﹂
工
曹
l
書
李
厚
源
曰
︑﹁
推
考
傳
旨
︑
只
書
﹃
下
﹄
字
︑

空
其
下
而
不
書
某
衙
門
︒
自
上
書
塡
﹃
禁
府
﹄
字
則
就
拿
︑
此
�
謂
禁
推
︒
且
行

公
推
考
︑
5
口
傳
政
事
﹇
Q
忙
�
差
除
︑
則
未
遑
開
政
︑
政
官
會
議
備


︑
直
;

于
政
院
︑
謂
之
口
傳
政
事
﹈
︑
非
古
也
︑
皆
壬
辰
後
事
也
︒
﹂
上
曰
︑﹁
推
考
傳
旨
︑

依
古
例
不
書
﹃
行
公
﹄︑
只
書
﹃
下
﹄
字
︑
空
其
衙
門
︑
以
竢
予
裁
處
︑
而
自
今

定
爲
令
式
︑
�
被
推
者
︑
Q
�
警
憚
︒
外
方
之
官
︑
則
曠
務
可
慮
︑
仍
%
行
公
︑

可
矣
︒
且
令
憲
府
︑
Ò
日
開
坐
︑
依
六
曹
例
︑
錄
其
坐
不
坐
︑
每
於
朔
末
書
�
︒﹂

(63
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
六
十
五
︑
肅
宗
四
十
六
年
四
.
乙
丑
條

侍
藥
廳
入
診
︒
l
府

事
趙
泰
采
︑
右
議
政
李
永
命
︑
同
入
︒
永
命
曰
︑
﹁
久
未
開
政
︒
故
六
卿
・
三
司
︑

口 傳 と 下 批

57



闕
員
甚
多
︒
雖
不
能
一
時
盡
差
︑
口
傳
備


︑
閒
閒
液
入
︑
[
候
差
�
時
點
下
︑

則
緊
任
庶
可
閏
差
矣
︒﹂
都
提
x
李
頣
命
曰
︑﹁
臺
諫
・
玉
堂
︑
無
口
傳
差
出
之
例

矣
︒﹂
永
命
曰
︑﹁
[
候
如
此
︑
不
可
以
常
例
論
之
︒
l
書
・
監
司
︑
亦
口
傳
差
出
︒

三
司
何
獨
不
可
乎
︒﹂
上
曰
︑﹁
臺
諫
・
玉
堂
︑
觀
勢
差
出
︑
可
也
︒﹂
永
命
¯
}

三
司
外
緊
任
︑
竝
口
傳
差
出
︒
上
可
之
︒

(64
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
︑
正
祖
元
年
七
.
戊
子
條

定
宣
薦
內
禁
衞
之
法
︒
⁝
⁝
兵

曹
�
宣
薦
內
禁
衞
事
目
︒﹇
事
目
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
宣
傳
官
︑
則
以
宣
薦
內
禁
衞
準

朔
人
中
︑
擇
差
︒
禁
旅
入
屬
*
第
︑
勿
拘
︒﹈

(65
)

同
右

﹇
事
目
︒
⁝
⁝
︒
一
︑
內
禁
衞
宣
薦
一
番
︑
備
三


︑
入
�
N
點
︑
而
y

司
僕
︑
則
依
他
禁
軍
例
︑
勿
擬
三


︑
以
口
傳
�
下
︒
⁝
⁝
﹈

(66
)

宣
薦
と
は
宣
傳
官

(國
王
づ
き
の
侍
從
武
官
)
の
候
補
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と

(ま
た
は
推
薦
さ
れ
る
こ
と
)︒﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
�
鮮
總
督
府
�
)
の
﹁
宣
薦
﹂

の
項

(四
八
六
頁
)
に
︑﹁
宣
傳
官
の
候
補
者
を
`
擧
す
る
こ
と
︒﹂
と
あ
る
︒

(67
)

%
揭
�

(43
)︑
參
照
︒

(68
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
純
祖
七
年
正
.
庚
戌
條

敎
曰
︑﹁
歲
首
應
�
老
人
︑
�
家

之
法
典
︒
接
待
儒
賢
︑
國
�
之
盛
擧
︒
而
況
應
�
而
不
�
者
︑
豈
Q
如
許
國
體
乎
︒

⁝
⁝
右
贊
成
宋
煥
箕
︑
年
八
十
︒
加
崇
祿
︑
口
傳
下
批
︒
衣
�
食
物
︑
加
數
輸
;
︒

仍
令
該
邑
︑
存
問
後
︑
狀
聞
︒
﹂

(69
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
十
︑
純
祖
七
年
正
.
己
未
條

敎
曰
︑﹁
應
�
老
人
加
�
︑
自
是

�
家
優
老
之
典
︒
況
儒
賢
乎
︒
行
大
司
憲
李
直
輔
︑
今
年
爲
七
十
︒
正
憲
︑
口
傳

下
批
︒
衣
�
・
食
物
︑
優
數
輸
;
︒
令
該
�
存
問
︒﹂

(70
)

『六
典
條
例
﹄
卷
一
︑
_
曹
︑
老
職

士
庶
百
歲
人
︑
直
超
崇
政
︒

(71
)

『六
典
條
例
﹄
卷
一
︑
_
曹
︑
�
`
司
︑
吿
身
條

�
奉
大
夫
以
上
︑
敎
旨
安
寶
︒

)
德
郞
以
下
郞
階
︑
5
無
祿
官

(�
略
)
差
帖
︑
竝
踏
印
成
給
︒

『六
典
條
例
﹄
卷
七
︑
兵
曹
︑
政
色
︑
吿
身
條

宣
略
將
軍
以
上
︑
敎
旨
安
寶
︒

果
毅
校
尉
以
下
︑
差
帖
踏
印
︒

な
お
︑﹁
敎
旨
﹂
の
發
給
は
﹁
下
批
﹂
の
後
に
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
︒

『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
︑
正
祖
二
年
閏
六
.
辛
未
條

命
È
薦
N
點
之
職
︑
一
依
_

曹
例
︑
單
付
�
下
︒
%
此
︑
Q
初
不
下
批
︑
直
出
敎
旨
之
謬
例
︒
至
是
兵
曹
l
書

李
徽
之
︑
�
}
釐
正
︒

(72
)

『高
麗
:
﹄
卷
二
十
︑
$
宗
世
家
︑
十
四
年
十
二
.
甲
申
條

王
凡
用
人
︑
唯
與

嬖
臣
宦
豎
議
︑
親
署
參
官
以
上
︑
封
其
草
︑
直
付
政
曹
︑
名
曰
下
批
︒
政
曹
據
草

�
寫
︑
�
無
奏
議
︒
由
是
奔
競
成
風
︑
賄
賂
公
行
︑
賢
否
混
淆
︒

(73
)

拙
著
﹃
高
麗
官
僚
制
度
硏
究
﹄
一
三
四
頁
︑
參
照
︒

東 方 學 報
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