
第
七
十
六
卷

第
四
號

�
成
三
十
年
三
�
發
行

�
代
天
順
�
の
閣
臣
李
賢
と
內
閣
政
治
の
變
容宋

宇

航

は
じ
め
に

第
一
違

李
賢
の
生
涯
と
先
行
硏
究
の
限
界

第
二
違

天
順
�
の
內
閣
人
事

第
一
	

奪
門
功
臣
の
活



第
二
	

短
命
の
怨
內
閣

第
三
	

李
賢
の
擡
頭
と
奪
門
功
臣
勢
力
の
瓦
解

第
三
違

閣
臣
の
政
治
動
向
と
內
閣
の
性
格

第
一
	

李
賢
の
活



第
二
	

他
の
閣
臣
の
政
治
參
加

第
三
	

閣
臣
閒
の
矛
盾
と
合
議
制
の
維
持

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

�
代
內
閣
政
治
�
は
︑
中
國
語
圈
で
は
非
常
に
人
氣
の
高
い
硏
究
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
杜
乃
濟
・
王
其
榘
・
譚
天
星
・
洪
早
淸
諸
氏
ら(1

)
の
內
閣

の
�
體
宴
を
描
い
た
著
作
を
筆
頭
に
︑
こ
れ
ま
で
に
も
豐
富
な
成
果
が
擧
げ
ら
れ
て
き
た
︒
內
閣
の
職
掌
・
制
度
・
性
格
な
ど
に
わ
た
っ
て
個

別
テ
ー
マ
の
硏
究(2

)
も
大
量
に
存
在
し
て
い
る
︒
每
年
報
吿
さ
れ
る
修
士
論
�
ま
で
含
め
れ
ば
︑
硏
究
成
果
は
現
在
も
な
お
增
加
の
一
�
を
�
っ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

し
か
し
︑
從
來
の
�
代
內
閣
の
硏
究
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
田
澍
氏
は
﹁
動
態
式
﹂
硏
究
の
成
果
に
乏
し
い

こ
と
を
問
題
視
し(3

)
︑
孫
熙
隆
氏
も
﹁
動
態
�

(式
)
﹂
角
度
か
ら
の
分
析
・
論
證
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
︑
現
在
の
停
滯
狀
態
が
も
た
ら
さ

れ
た
と
批
�
し
て
い
る(4

)
︒
田
氏
・
孫
氏
と
も
に
﹁
動
態
﹂
と
い
う
言
葉
を
︑
制
度
�
を
人
閒
活
動
・
事
件
の
推
移
と
�
機
�
に
結
び
つ
け
た
硏

究
と
い
う
 
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
動
態
式
﹂
硏
究
の
必
!
性
が
誰
に
よ
っ
て
�
初
に
提
出
さ
れ
た
か
は
不
�
だ
が
︑
田
氏
や

孫
氏
よ
り
も
っ
と
古
い
時
代
の
吳
緝
華
氏
も
似
た
觀
點
を
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
吳
氏
は
內
閣
制
度
の
硏
究
が
官
員
・
品
秩
・
職
掌
な
ど
百

科
事
典
�
な
記
営
に
#
始
し
が
ち
な
點
を
批
�
し
︑
制
度
が
出
現
し
た
背
景
や
政
治
へ
の
影
$
を
踏
ま
え
て
︑﹁
活
�
硏
究
﹂
を
行
う
べ
き
こ

と
を
%
張
し
た
の
で
あ
る(5

)
︒

こ
う
し
た
%
張
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
內
閣
の
閣
臣
た
ち
の
行
動
の
具
體
例
に
卽
し
た
檢
討
と
な
る
と
︑
硏
究
が
'
ん
で
い
る
と
は
言

え
な
い
の
が
現
狀
で
あ
る
︒
內
閣
の
制
度
上
の
權
限
以
上
に
︑
皇
(
か
ら
の
信
賴
︑
*
任
し
た
官
職
の
重
み
︑
閣
臣
自
身
の
個
性
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
!
因
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
の
實
際
の
權
力
や
行
動
が
大
き
く
左
右
さ
れ
た
こ
と
に
︑
考
慮
が
拂
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

一
方
︑
日
本
の
�
代
�
硏
究
に
お
い
て
は
︑
社
會
經
濟
�
・
海
域
-
液
�
な
ど
の
分
野
が
盛
ん
だ
が
︑
政
治
�
・
政
治
制
度
�
に
關
す
る
硏

究
が
少
な
く
︑
い
さ
さ
か
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(6

)

(そ
の
原
因
は
今
後
別
稿
で
檢
討
す
る
豫
定
で
あ
る
)
が
︑
阪
倉
篤
秀
・
城
地
孝
氏
の

硏
究
は
﹁
動
態
式
硏
究
﹂
で
あ
る(7

)
︒
例
え
ば
︑
阪
倉
氏
は
成
/
四
年

(一
四
六
八
)
の
﹁
戴
用
上
駅
﹂
事
件
を
素
材
に
︑
閣
臣
や
0
部
尙
書
な
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ど
の
方
面
の
動
向
を
考
察
し
︑
內
閣
が
0
部
の
人
事
權
に
介
入
す
る
2
3
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
閣
臣
個
人
の
行
動
の
あ

り
方
や
政
治
�
事
件
の
推
移
な
ど
の
具
體
�
課
題
へ
と
︑
硏
究
對
象
を
轉
奄
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
硏
究
を
停
滯
さ
せ
た
!
因
と
し
て
見
4
せ
な
い
の
が
︑
內
閣
は
宰
相
に
當
た
る
の
か
︑
內
閣
は
宰
相
權
力
を
持
つ
の
か
と
い
う
議
論

に
拘
泥
す
る
硏
究
者
の
6
勢
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
大
抵
︑
�
代
の
內
閣
は
宰
相
制
度
と
衣
な
り
︑
皇
(
權
に
掣
肘
さ
れ
そ
れ
に
對
抗
す
る
力

が
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
7
き
出
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
�
代
以
來
の
專
制
%
義
中
央
集
權
體
制
の
批
�
が
續
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
陷
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
�
代
內
閣
の
硏
究
は
專
制
%
義
批
�
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
︑
內
閣
の
閣
臣
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
政
治
に
關
與
し
た
の
か
を
檢
討
し
た
硏
究
が
殆
ど
な
い
た
め
︑
內
閣
の
性
格
自
體
は
依
然
と
し
て
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
洪
早
淸
氏
は

こ
の
點
に
つ
い
て
︑
�
代
の
內
閣
を
宰
相
と
比
�
し
8
價
す
る
こ
と
は
︑
當
時
の
實
態
と
か
け
離
れ
た
も
の
だ
と
批
�
し(8

)
︑
ま
た
9
年
︑
中
國

專
制
體
制
と
い
う
槪
念
の
限
界
お
よ
び
そ
れ
に
對
す
る
反
省
も
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た(9

)
︒
我
々
は
�
代
の
內
閣
が
宰
相
か
否
か
と
い

う
論
爭
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
︑
硏
究
を
'
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
な
お
紙
幅
の
關
係
も
あ
る
の
で
︑﹁
宰
相
論
爭
﹂
お
よ
び
﹁
專

制
%
義
批
�
﹂
に
つ
い
て
は
今
後
別
稿
で
檢
討
し
た
い
︒

本
稿
は
�
代
內
閣
の
性
格
に
つ
い
て
︑
宰
相
論
爭
・
專
制
%
義
批
�
に
は
立
ち
入
ら
ず
︑﹁
動
態
式
﹂
硏
究
の
6
勢
か
ら
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
天
順
�

(一
四
五
七

−

一
四
六
四
)
の
內
閣
を
對
象
と
し
て
︑
特
に
閣
臣
李
賢
の
活
動
を
中
心
に
檢
討
を
加
え
る
︒
天
順

�
は
內
閣
制
度
發
;
�
か
ら
見
て
︑
重
!
な
劃
�
を
な
す
時
代
で
あ
る
︒
山
本
隆
義
氏
は
︑
天
順
�
以
後
︑
*
帶
す
る
六
部
官
職
の
序
列
に

よ
っ
て
閣
臣
た
ち
の
序
列
/
が
確
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
氏
に
よ
れ
ば
︑
閣
臣
と
し
て
の
李
賢
が
0
部
尙
書
の
官
職
を
*
任
し
て

か
ら
は
じ
め
て
內
閣
の
﹁
首
輔
﹂
に
な
り
︑
さ
ら
に
首
輔
に
な
る
こ
と
は
﹁
眞
の
宰
相
た
る
地
位
と
權
力
﹂
を
掌
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た(
10
)

︒
一
方
︑
譚
天
星
氏
は
天
順
�
內
閣
の
發
展
を
%
に
人
事
權
の
<
在
か
ら
說
き
︑
李
賢
が
0
部
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
︑
皇
(
の
信
賴
を
得
て

い
た
た
め
に
︑﹁
李
賢
內
閣
﹂
は
三
楊

(楊
士
奇
・
楊
榮
・
楊
溥
)
の
時
に
比
べ
︑
0
部
の
權
限
に
さ
ら
に
干
涉
し
︑
中
央
大
臣
の
人
?
を
左
右

す
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
う(11

)
︒
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山
本
・
譚
兩
氏
の
指
摘
に
共
@
す
る
の
は
︑
天
順
�
に
內
閣
の
地
位
と
權
力
が
上
昇
し
︑
結
局
閣
臣

閒
の
序
列
/
が
�
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
に
は
0
部
が
關
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
天
順
�
以
A
は
閣
臣
た
ち
に
上
下
關
係
は
な
く
︑
首
輔
も
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
︑
天
順

�
以
影
︑
內
閣
が
李
賢
の
如
き
閣
臣
一
人
に
掌
握
さ
れ
︑
他
の
閣
臣
も
こ
れ
に
從
屬
す
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
序
列
/
し
た
內
閣
の
圖
式
が
描
き
出
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
は
︑
天
順
�
の
﹁
李
賢
內
閣
﹂
は
內
閣

制
度
發
;
�
の
分
水
嶺
を
成
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
單
純
に
首
輔
の
出
現
ま
た
は
人
事
權
の
取
得
な
ど
の
!
素
か
ら
李
賢
が
擡
頭
し
た
と
し
︑

そ
れ
を
內
閣
の
發
展
だ
と
�
斷
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
李
賢
の
擡
頭
も
し
く
は
首
輔
登
場

の
具
體
�
な
2
3
を
�
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
方
︑
彼
以
外
の
閣
臣
の
動
向
を
B
せ
て
檢
討

す
る
こ
と
も
な
い
︒
英
宗
の
復
辟
後
︑
天
順
�
に
入
閣
し
た
閣
臣
は
八
人
で
あ
る

(表
一
參
照
)
︒
李
賢

以
外
の
閣
臣
に
︑
何
の
政
治
上
の
動
き
も
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
︑
彼
ら
と
李
賢
を
比
�
し

な
い
限
り
︑
閣
內
の
上
下
關
係
の
確
立
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
現
狀
で
は
︑
李
賢
が
內
閣

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
っ
た
り
︑
閣
臣
の
序
列
/
が
'
ん
だ
と
す
る
こ
と
は
假
說
の
領
域
に
屬
す
る
︒

さ
ら
に
︑
兩
氏
は
英
宗
復
辟
以
來
の
政
治
背
景
を
重
!
視
し
て
い
な
い
︒
當
時
英
宗
は
石
亨
・
曹
吉

祥
ら
奪
門
功
臣
の
力
に
よ
り
復
辟
し
︑
彼
ら
は
そ
の
功
績
を
盾
に
國
政
に
も
介
入
し
て
き
た
か
ら
︑
閣

臣
と
功
臣
の
閒
に
は
︑
し
ば
し
ば
政
治
�
緊
張
が
走
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
王
其
榘
氏
は
こ
の
點
に
つ
い

て
︑
李
賢
の
行
動
お
よ
び
功
績
に
卽
し
て
詳
細
に
檢
討
し
た(12

)
︑
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
︑
復
辟
直
後
の
閣

臣
た
ち
が
奪
門
功
臣
に
强
く
影
$
さ
れ
た
と
す
る
と
︑
自
己
保
�
さ
え
も
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
人

事
權
を
奪
う
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
英
宗
・
閣
臣
・
奪
門
功
臣
閒
の
や
り
と
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表一

氏名 閣臣任職�閒

徐�貞 天順元年正�〜元年六�

許彬 天順元年正�〜元年七�

薛瑄 天順元年正�〜元年六�

李賢 天順元年二�〜元年六�、天順元年七�〜成/二年十二�

呂原 天順元年六�〜六年十一�

岳正 天順元年六�〜元年七�

彭時 正瓜十四年八�〜景泰元年閏正�、天順元年九�〜成/十一年三�

陳� 天順七年二�〜成/四年四�



り
︑
あ
る
い
は
李
賢
の
擡
頭
の
2
3
を
飛
び
越
え
て
直
接
に
0
部
の
人
事
權
の
爭
奪
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

た
だ
し
︑
王
其
榘
氏
の
硏
究
は
政
治
背
景
を
指
摘
し
︑
特
に
李
賢
の
行
動
を
檢
討
し
た
も
の
の
︑
閣
臣
た
ち
�
體
の
考
察
を
缺
い
て
い
る
︒

そ
の
上
︑
王
氏
の
�
斷
基
準
に
專
制
%
義
批
�
が
つ
ね
に
あ
る
た
め
︑
英
宗
に
對
す
る
8
價
は
低
く
︑
英
宗
の
よ
う
な
皇
(
の
下
で
は
︑
李
賢

が
活


で
き
る
餘
地
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
7
い
て
い
る
に
2
ぎ
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
稿
は
﹁
首
輔
﹂﹁
人
事
權
﹂
な
ど
制
度
�
な
考
察
で
は
な
く

(
內
閣
の
0
部
へ
の
關
與
は
將
來
檢
討
し
た
い
)
︑
李
賢
や
そ
の
他

の
閣
臣
の
政
治
活
動
を
再
檢
討
し
よ
う
と
す
る
︒
以
下
︑
英
宗
復
辟
の
時
點
ま
で
³
り
︑
內
閣
政
治
の
變
容
2
3
を
考
察
す
る
が
︑
そ
の
際
に

は
︑
英
宗
・
閣
臣
・
奪
門
功
臣
閒
の
政
治
�
關
係
を
%
軸
に
取
り
︑
閣
臣
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
入
閣
の
原
因
︑
入
閣
後
の
動
向
に
卽
し
て
議
論
を

'
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
天
順
�
の
內
閣
が
如
何
な
る
�
體
宴
を
G
し
た
の
か
︑
閣
臣
の
序
列
/
が
本
當
に
實
現
し
た
の
か

と
い
う
疑
問
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
一
違

李
賢
の
生
涯
と
先
行
硏
究
の
限
界

ま
ず
︑
李
賢
の
生
涯
︑
特
に
職
歷
を
鯵
單
に
紹
介
し
よ
う
︒

李
賢
は
永
樂
六
年
十
二
�
十
六
日

(一
四
〇
九
年
一
�
一
日
)
の
生
ま
れ
で
︑
字
は
原
德
︑
河
南
の
南
陽
鄧
州
出
身
で
あ
る
︒
宣
德
七
年

(一

四
三
二
)
︑
河
南
の
K
試
で
第
一
位
と
な
り
︑
L
年
'
士
に
な
る
と
︑
山
西
河
津
に
M
N
さ
れ
蝗
O
の
P
査
に
當
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
官
僚

と
し
て
の
經
歷
を
始
め
た
︒
そ
の
際
︑
天
順
�
に
閣
臣
を
共
に
務
め
る
こ
と
に
な
る
薛
瑄
を
訪
問
し
て
い
る
︒
正
瓜
元
年

(一
四
三
六
)
に
0

部
驗
封
司
%
事
︑
正
瓜
十
年
に
0
部
考
功
司
郞
中
︑
後
に
0
部
�
?
司
郞
中
に
な
り
︑
%
と
し
て
0
部
の
ポ
ス
ト
で
昇
'
を
重
ね
た
︒
正
瓜
十

四
年
︑
英
宗
の
親
征
に
隨
行
し
た
後
︑
土
木
の
變
か
ら
脫
出
し
て
北
京
に
戾
る
と
︑
景
泰
二
年

(一
四
五
一
)
︑
兵
部
右
侍
郞
へ
の
破
格
の
拔
Ù

を
T
け
た
︒
景
泰
三
年
︑
皇
(
の
命
を
T
け
て
四
川
の
官
0
の
考
査
に
當
た
り
︑
同
四
年
に
北
京
に
戾
っ
て
戶
部
右
侍
郞
に
︑
L
年
に
は
0
部

右
侍
郞
に
轉
任
し
た
︒
英
宗
が
復
辟
し
た
時
︑
Ü
林
院
學
士
を
*
任
し
て
つ
い
に
入
閣
を
果
た
し
︑
ま
も
な
く
0
部
尙
書
に
昇
'
し
た
︒
そ
の
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後
︑
彈
云
さ
れ
て
徐
�
貞

(當
時
の
閣
臣
)
と
共
に
投
獄
さ
れ
た
が
︑
L
日
に
は
釋
放
さ
れ
︑
福
円
布
政
W
司
右
參
政
に
左
�
さ
れ
か
け
た
も

の
の
︑
0
部
左
侍
郞
の
官
職
を
得
て
北
京
に
殘
っ
た
︒
ま
も
な
く
0
部
尙
書
*
Ü
林
院
學
士
に
復
職
し
︑
天
順
二
年

(一
四
五
八
)
︑
皇
太
子

(後
の
憲
宗
)
の
輔
7
を
任
さ
れ
て
い
る
︒
天
順
五
年
︑
太
子
少
保
を
加
官
さ
れ
た
︒
天
順
八
年
に
憲
宗
が
卽
位
し
た
後
︑
少
保
0
部
尙
書
*
華

蓋
殿
大
學
士
知
經
�
事
に
昇
'
し
︑
光
祿
大
夫
Y
國
の
散
階
と
勳
位
を
加
官
さ
れ
た
︒
同
年
に
は
ま
た
︑﹃
英
宗
睿
皇
(
實
錄
﹄
(以
下
︑﹃
�
英

宗
實
錄
﹄
と
略
す
)
の
[
纂
の
%
管
と
な
っ
た
︒
成
/
二
年
十
二
�
十
四
日

(一
四
六
七
年
一
�
十
九
日
)
に
死
去
︑
享
年
五
十
九
歲
︒
特
'
光
祿

大
夫
左
Y
國
太
師
を
贈
ら
れ
︑
�
;
の
諡
號
を
T
け
た(13

)
︒

以
上
の
鯵
單
な
經
歷
だ
け
で
も
︑
李
賢
が
政
界
で
の
^
沈
を
經
な
が
ら
も
︑
政
治
經
驗
を
豐
富
に
�
し
︑
位
人
臣
を
極
め
て
�
#
�
な
成
功

を
收
め
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
彼
は
同
時
に
多
く
の
著
作
を
殘
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
女
婿
の
3
敏
政
が
李
賢
の
た
め
に
[
集
し
た

﹃
古
穰
集
﹄
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒﹃
古
穰
集
﹄
は
�
三
十
卷
︑
奏
議
二
卷
︑
書
一
卷
︑
記
二
卷
︑
序
三
卷
︑
說
題
跋
一
卷
︑
神
`
碑
四
卷
︑
墓

碑
碣
一
卷
︑
墓
表
二
卷
︑
墓
誌
二
卷
︑
行
狀
傳
一
卷
︑
祭
�
銘
箴
贊
賦
哀
辭
一
卷
︑
古
今
體
詩
二
卷
︑
和
陶
詩
二
卷
︑﹃
天
順
日
錄
﹄
(單
行
本

も
あ
る
)
三
卷
︑
雜
錄
奏
駅
雜
�
三
卷
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
作
品
か
ら
な
る(14

)
︒

こ
の
う
ち
︑﹃
天
順
日
錄
﹄
は
李
賢
が
天
順
�
に
經
驗
し
た
政
治
活
動
を
記
錄
し
た
も
の
で
︑
本
稿
で
b
う
英
宗
・
閣
臣
・
奪
門
功
臣
の
政

治
�
關
係
を
知
る
た
め
の
三
者
の
や
り
と
り
が
細
か
く
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
李
賢
と
奪
門
功
臣
と
の
鬭
爭
や
英
宗
か
ら
信
賴
を
c
ち
得
て

い
っ
た
2
3
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
他
の
�
料
と
比
�
す
る
と
︑
例
え
ば
︑
李
賢
は
奪
門
功
臣
た
ち
と
の
關
係
を
隱
す
 
圖

が
見
ら
れ
る

(後
�
で
詳
営
)
な
ど
︑
李
賢
の
政
治
�
 
圖
を
そ
こ
に
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑﹃
古
穰
集
﹄
に
は
李
賢
の
奏
議
も
收

錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
天
順
�
に
關
す
る
も
の
は
殆
ど
昇
'
・
恩
賞
に
對
す
る
辭
d
・
謝
恩
の
�
違
で
あ
り
︑
本
稿
の
テ
ー
マ
に
は
直
接
關
聯
し

な
い
︒

A
営
の
よ
う
に
︑
�
代
の
閣
臣
た
ち
の
具
體
�
行
動
は
未
だ
硏
究
の
%
!
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒
李
賢
そ
の
人
に
限
っ
て
も
先
行
硏

究
は
多
く
は
な
く
︑
現
時
點
で
は
暴
鴻
昌
氏
の
硏
究(15

)
が
代
表
作
で
あ
る
︒
暴
氏
は
李
賢
が
天
順
�
の
政
局
で
發
揮
し
た
役
割
︑
さ
ら
に
﹁
一
代
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相
業
﹂
を
實
現
で
き
た
原
因
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
暴
氏
に
よ
れ
ば
︑
李
賢
が
果
た
し
た
役
割
は
f
の
六
つ
︑
①
｢正
君
德

(
君
%
の
德
義
を
糾

正
す
る
)
﹂︑
②
｢恤
民
生

(民
衆
を
救
恤
す
る
)
﹂︑
③
｢
'
賢
才

(賢
才
を
推
薦
す
る
)
﹂︑
④
｢廣
言
路

(
円
言
の
`
を
開
く
)
﹂︑
⑤
｢抑
佞
幸

(奸
臣

を
d
け
る
)
﹂︑
⑥
｢
靖
邊
徼

(境
域
を
安
定
さ
せ
る
)
﹂
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
一
方
︑
李
賢
が
成
功
を
收
め
た
原
因
と
し
て
は
f
の
四
つ
︑
①
李
賢

が
`
理
を
も
と
に
皇
(
を
諫
め
た
こ
と
︑
②
內
閣
の
成
員
た
ち
が
一
致
協
力
し
て
い
た
こ
と
︑
③
李
賢
が
i
容
な
6
勢
で
臨
み
︑
政
爭
を
j

和
さ
せ
た
こ
と
︑
④
李
賢
が
理
學
・
經
世
思
想
を
保
�
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
︒

暴
鴻
昌
氏
に
よ
る
李
賢
の
8
價
は
高
く
︑
完
�
無
缺
な
人
物
と
の
印
象
す
ら
與
え
る
も
の
だ
が
︑
そ
こ
に
暴
氏
の
硏
究
方
法
の
問
題
が
存
在

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
暴
氏
が
擧
げ
た
六
つ
の
役
割
と
は
︑
す
べ
て
3
敏
政
﹃
篁
墩
�
集
﹄
卷
四
十
の
﹁
李
公
行
狀
﹂
の
末
尾
に
見
え
る
稱

贊
の
�
言
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
も
と
に
李
賢
を
8
價
す
れ
ば
l
り
は
m
け
が
た
い
︒

暴
鴻
昌
氏
に
續
き
︑
龐
乃
�
氏
・
高
會
霞
氏
・
孫
志
o
氏(16

)
の
成
果
が
あ
る
が
︑
李
賢
の
政
治
�
功
績
を
論
じ
る
だ
け
で
︑
怨
た
な
'
展
は
見

ら
れ
な
い
︒
三
氏
は
い
ず
れ
も
︑
李
賢
の
活


で
�
王
p
は
天
順
初
�
の
危
機
を
乘
り
越
え
︑
政
治
�
安
定
が
;
成
で
き
た
と
す
る
︒
孫
氏
だ

け
は
李
賢
の
功
業
の
限
界
も
指
摘
し
た
が
︑
そ
の
責
任
は
專
制
%
義
中
央
集
權
體
制
の
問
題
︑
つ
ま
り
內
閣
の
權
力
が
皇
(
と
宦
官
に
制
q
さ

れ
て
い
た
點
に
歸
せ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
こ
と
は
李
賢
の
み
な
ら
ず
︑
す
べ
て
の
閣
臣
に
當
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
︒

暴
氏
の
硏
究
に
戾
る
と
︑
氏
は
ま
た
正
德
�
の
閣
臣
王
鏊
の
言
說
を
引
用
し
︑
李
賢
を
高
く
8
價
し
た
が
︑
そ
こ
に
は
︑

國
p
﹁
三
楊
﹂
よ
り
後
︑
相
業

賢
に
如し

く
者
無
し
︒
其
の
君
を
得
る
こ
と
�
も
久
し
く
︑
亦
た
能
く
才
t
を
展
布
す(17

)
︒

と
あ
り
︑
�
代
の
閣
臣
の
う
ち
︑
楊
士
奇
・
楊
榮
・
楊
溥
の
三
人
以
影
で
は
︑
李
賢
が
宰
相
と
し
て
の
功
績
が
�
も
高
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒
李

賢
は
君
%
か
ら
の
信
賴
が
�
も
厚
く
︑
自
分
の
才
能
を
發
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
後
世
の
﹃
�
�
﹄
の
8
價
も
︑

三
楊
よ
り
以
來
︐
君
を
得
る
こ
と
賢
に
如
く
者
無
し(18

)
︒

と
す
る
が
︑
こ
れ
は
單
に
王
鏊
の
 
見
を
引
き
寫
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
王
鏊
は
成
/
十
一
年

(一
四
七
五
)
の
'
士
で
あ
り
︑
李
賢
と
同

時
�
の
人
物
で
は
な
い
︒
李
賢
に
つ
い
て
の
8
價
は
ど
れ
ほ
ど
眞
實
ま
た
は
誇
張
が
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
王
鏊
も
﹃
�
�
﹄
も
︑
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李
賢
の
記
営
に
は
ま
だ
續
き
が
あ
り
︑
こ
の
引
用
部
分
だ
け
を
見
る
と
︑
そ
れ
ら
の
�
 
を
見
v
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
王
鏊
は
い
っ
た

ん
李
賢
を
贊
美
し
た
後
︑
一
轉
し
て
李
賢
を
f
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

然
れ
ど
も
當
時
に
在
り
て
︑
賄
を
以
て
聞
こ
え
︑
亦
た
頗

す
こ
ぶ

る
恣
橫
な
り(19

)
︒

王
鏊
は
李
賢
が
賄
賂
を
T
け
︑
專
橫
に
振
る
舞
っ
て
い
た
と
非
難
し
た
︒
さ
ら
に
︑
後
�
で
は
李
賢
が
閣
臣
岳
正
・
都
給
事
中
張
寧
を
排
斥
し
︑

廣
東
}
撫
葉
盛
を
中
傷
し
︑
Ü
林
院
修
m
羅
倫
を
左
�
さ
せ
た
と
︑
具
體
�
な
事
例
を
列
擧
し
て
い
る
︒
一
方
︑﹃
�
�
﹄
も
岳
正
・
葉
盛
・

羅
倫
の
排
斥
に
つ
い
て
は
﹁
尤

も
っ
と

も
世
の
惜
し
む
<
と
爲
る
と
云
う

(尤
爲
世
<
惜
云
)
﹂
と
記
す
と
と
も
に
︑
李
賢
が
代
宗
か
ら
拔
Ù
を
T
け

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
著
作
で
は
代
宗
を
﹁
荒
v
﹂
と
貶
め
た
と
い
う
事
實
も
記
錄
し
て
い
る
︒
王
鏊
も
﹃
�
�
﹄
も
ま
ず
は
李
賢
を
稱

贊
す
る
が
︑
續
い
て
す
ぐ
非
難
を
始
め
る
︒
李
賢
を
一
方
�
に
襃
め
讚
え
る
硏
究
は
客
觀
性
を
缺
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

ま
た
︑
先
行
硏
究
の
�
も
大
き
な
問
題
點
は
︑
李
賢
を
�
代
內
閣
硏
究
の
視
野
に
入
れ
て
檢
討
す
る
觀
點
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
從

來
の
硏
究
は
內
閣
に
�
目
せ
ず
︑
專
ら
傳
記
�
視
點
か
ら
李
賢
を
紹
介
し
︑
そ
の
功
績
を
稱
贊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
暴
氏
は
他
の
二
人
の
閣

臣
︑
彭
時
と
呂
原
に
も
言
�
し
︑
且
つ
﹃
�
�
﹄
の
記
錄
も
引
用
し
て
︑
閣
臣
た
ち
の
﹁
團
結
一
致
﹂
を
指
摘
し
た
が
︑
內
閣
の
具
體
�
な
活

動
︑
と
り
わ
け
彭
時
・
呂
原
ら
天
順
�
の
他
の
閣
臣
の
行
動
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
察
し
て
い
な
い
︒
一
方
︑
李
賢
と
他
の
閣
臣
の
關
係
に
つ

い
て
は
︑
A
営
の
岳
正
の
事
例
に
よ
っ
て
も
︑
む
し
ろ
內
閣
の
﹁
不
一
致
﹂
の
側
面
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
彭
時
自
身
が
﹃
彭
�
憲
公
筆

記
﹄
に
李
賢
の
8
價
を
書
き
殘
し
て
い
る
が
︑
そ
の
一
つ
に
は
︑

蓋
し
李

人
と
爲
り
自
ら
�
大
を
好
み
︑
�
�
に
し
て
是
非
を
�
み
ず
︑
己
れ
の
志
を
直
行
す
る
こ
と
此
く
の
如
し(20

)
︒

と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
彭
時
は
李
賢
に
不
滿
を
�
い
て
お
り
︑
內
閣
の
當
事
者
自
身
も
彼
と
の
﹁
團
結
一
致
﹂
な
ど
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
以
上
︑
こ
れ
ら
先
行
硏
究
の
問
題
は
︑
李
賢
個
人
に
�
目
す
る
あ
ま
り
︑
天
順
�
の
內
閣
政
治
と
い
う
背
景
ま
で
說
き
�
ん
で
い
な
い
點

で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
�
代
天
順
�
の
內
閣
政
治
の
性
格
お
よ
び
そ
の
展
開
2
3
に
は
︑
な
お
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
點
が
數
多
く
あ
る
︒
�
料
の
豐
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富
さ
の
點
か
ら
︑
李
賢
を
議
論
の
中
心
に
据
え
ざ
る
を
え
な
い
が
︑
他
の
同
時
代
の
重
!
人
物
︑
例
え
ば
皇
(
・
閣
臣
・
奪
門
功
臣
ら
の
動
向

に
も
�
 
を
拂
う
必
!
が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
內
閣
政
治
の
�
體
宴
を
�
ら
か
に
で
き
よ
う
︒
f
違
で
は
︑
英
宗
の
復
辟
以
後
の
閣
臣
の
昇

'
・
�
�
な
ど
人
事
の
面
に
�
目
し
︑
皇
(
・
閣
臣
・
奪
門
功
臣
の
閒
の
政
治
關
係
の
變
動
を
考
察
す
る
︒

第
二
違

天
順
�
の
內
閣
人
事

第
一
	

奪
門
功
臣
の
活



天
順
元
年

(一
四
五
七
)
正
�
十
七
日
︑
武
淸
侯
石
亨
・
都
督
張
軏
・
左
都
御
�
楊
善
・
左
副
都
御
�
徐
�
貞
・
司
設
監
太
監
曹
吉
祥
ら
は

軍
�
を
�
い
て
南
宮
に
入
り
︑
北
京
へ
の
歸
�
後
代
宗
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
太
上
皇
朱
�
鎭

(英
宗
)
を
擁
立
し
て
復
位
さ
せ
た(21

)
︒
石
亨
ら
が

�
こ
し
た
こ
の
復
辟
事
件
は
歷
�
上
﹁
奪
門
﹂
と
呼
ば
れ
る(22

)
︒

ま
ず
︑
奪
門
へ
の
參
加
を
理
由
に
昇
'
し
た
人
々
を
�
跡
し
よ
う
︒
成
/
・
弘
治
�
の
閣
臣
で
あ
る
尹
直
の
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
に
は
︑

英
�
復
辟
の
初
め
︑
凡
そ
擁
戴
に
與あ

ず

か
る
者
皆
な
陞
職
を
得
︑
之
れ
を
奪
門
功
f
と
謂
う(23

)
︒

と
あ
り
︑
復
辟
に
參
加
し
た
者
は
み
な
昇
'
に
與
か
っ
た
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
尹
直
の
實
體
驗
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
天
順
�
の
監
察
御

�
で
あ
っ
て
奪
門
功
臣
に
�
O
さ
れ
た
楊
瑄
の
﹃
復
辟
錄
﹄
に
よ
る
と
︑
そ
の
數
は
六
千
餘
人
に
�
ん
だ
と
さ
れ(24

)
︑
昇
'
者
が
多
數
に
上
っ
た

こ
と
に
疑
問
の
餘
地
は
な
い
︒
ま
た
︑
石
亨
・
曹
吉
祥
・
徐
�
貞
ら
事
變
の
%
7
者
こ
そ
�
大
の
T
益
者
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
莫
大
な
權
力
を

獲
得
し
︑
皇
(
の
政
策
決
定
を
左
右
し
始
め
る
ま
で
に
な
っ
た
︒

一
方
︑
事
變
に
よ
っ
て
失
脚
し
た
人
々
も
い
る
︒
土
木
の
變
後
の
緊
�
し
た
�
勢
の
下
︑
北
京
で
軍
�
の
指
揮
を
と
り
エ
セ
ン
を
擊
d
し
た

于
�
は
處
𠛬
さ
れ
た
︒
閣
臣
の
王
�
も
共
に
處
𠛬
さ
れ
て
い
る
︒
�
 
す
べ
き
は
︑
高
穀
一
人
を
除
き
閣
臣
た
ち
は
す
べ
て
處
罰
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
︒
陳
循
と
江
淵
は
液
𠛬
に
處
さ
れ
︑
蕭
鎡
と
商
輅
は
免
官
さ
れ
て
庶
人
と
な
っ
た
︒
彼
ら
の
罪
狀
に
つ
い
て
は
︑
于
�
・
王
�
・
江
淵
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ら
は
皇
太
子
の
改
易
︑
汪
皇
后
の
廢
位
の
責
任
が
問
わ
れ
︑
陳
循
・
蕭
鎡
・
商
輅
は
こ
れ
を
阻
止
せ
ず
默
從
し
た
點
が
問
責
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑

于
�
と
王
�
は
私
黨
を
立
て
︑
代
宗
が
危
篤
狀
態
に
陷
っ
た
後
︑﹁
外
藩
﹂
を
�
え
て
卽
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
︑
陳
循
・
蕭
鎡
・
商
輅
・

江
淵
ら
は
そ
れ
を
吿
發
し
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
罪
狀
に
加
え
ら
れ
た(25

)
︒

こ
こ
で
重
!
な
の
は
︑
こ
れ
ら
の
罪
狀
が
眞
實
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
よ
り
も
︑
于
�
・
王
�
ら
が
失
脚
し
た
と
い
う
事
實
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

彼
ら
が
代
宗
に
信
賴
さ
れ
︑
國
政
を
%
7
し
て
い
た
た
め
に
︑
奪
門
の
際
に
は
眞
っ
先
に
打
倒
の
對
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
王
�
の
權
勢
は

特
に
名
高
く
︑

時
に
王
�

威
權
赫
奕
に
し
て
︐
之
れ
に
忤

さ
か
ら

う
者
必
ず
死
す(26

)
︒

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
嘉
靖
�
の
工
部
尙
書
で
あ
っ
た
雷
禮
は
﹃
國
p
列
卿
記
﹄
で
︑
王
�
が
皇
太
子
改
易
を
%
張
し
た
と
き
︑
陳
循

ら
は
み
な
﹁
唯
唯
﹂
と
す
る
ば
か
り
で
︑
胡
濙
ら
の
大
臣
も
爭
辯
で
き
な
か
っ
た
と
営
べ
て
い
る(27

)
︒
こ
の
よ
う
に
王
�
は
景
泰
�
に
�
も
信
賴

さ
れ
︑
權
力
を
振
る
っ
た
が
︑
他
の
閣
臣
も
皇
太
子
の
改
易
に
參
加
し
た
こ
と
で
︑
代
宗
か
ら
恩
賞
と
昇
'
を
T
け
た
の
で
あ
る
︒

後
に
な
っ
て
︑
陳
循
・
蕭
鎡
・
商
輅
ら
は
︑
自
ら
ま
た
は
門
人
・
子
孫
を
@
じ
て
︑
自
分
は
改
易
に
反
對
で
あ
っ
た
と
営
べ
て
い
る
が
︑
こ

れ
は
自
己
辯
護
に
2
ぎ
な
い
だ
ろ
う
︒
彼
ら
が
心
か
ら
改
易
に
贊
成
し
た
か
は
不
�
で
あ
る
に
し
て
も
︑
皇
太
子
改
易
を
促
'
す
る
側
に
立
っ

て
い
た
こ
と
は
閒
�
い
な
い(28

)
︒

閣
臣
の
う
ち
唯
一
處
罰
を
免
れ
た
の
が
高
穀
で
あ
る
︒
彼
は
事
變
の
L
�
に
英
宗
に
致
仕
を
申
�
し
許
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
高
穀
も
景

泰
三
年
四
�
に
︑
他
の
閣
臣
と
共
に
代
宗
か
ら
銀
の
恩
賞
を
T
け
取
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
し
か
も
︑
彼
が
T
け
取
っ
た
銀
は
百
兩
に
上
り
︑

江
淵
ら
の
五
十
兩
よ
り
も
多
か
っ
た
︒
高
穀
も
皇
太
子
改
易
の
責
任
を
4
れ
ら
れ
な
い
立
場
だ
っ
た
は
ず
だ
が(29

)
︑
ど
う
し
て
身
の
保
�
に
成
功

し
た
の
か
︒
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
︑
彼
が
景
泰
�
に
英
宗
の
權
益
を
守
っ
た
<
に
あ
ろ
う
︒
英
宗
が
オ
イ
ラ
ー
ト
か
ら
歸
�
し
た
と
き
︑
代

宗
が
決
め
た
﹁
囘
鑾
﹂
の
儀
禮
に
對
し
て
︑
高
穀
は
さ
ら
に
盛
大
な
儀
式
を
行
う
べ
き
だ
と
%
張
し
た
︒
代
宗
は
円
議
を
却
下
し
た
が
︑
高
穀

の
こ
の
行
爲
は
p
廷
で
大
き
な
反
$
を
呼
び
︑
王
直
・
胡
濙
ら
永
樂
�
か
ら
の
大
臣
の
荏
持
を
T
け
る
こ
と
に
な
っ
た(30

)
︒
高
穀
が
英
宗
に
許
さ
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れ
た
の
は
︑
こ
の
記
憶
が
長
く
殘
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
英
宗
の
復
辟
成
功
と
同
時
に
︑
景
泰
�
の
內
閣
閣
臣
は
誰
も
留
任
で
き
ず
肅
淸
さ
れ
︑
怨
し
い
閣
臣
た
ち
が
直
ち
に
任
命

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
事
變
の
當
日
︑
徐
�
貞
が
左
都
御
�
*
Ü
林
院
學
士
で
入
閣
し
た
︒
ま
た
︑
太
常
寺
卿
許
彬
も
禮
部
右
侍
郞
*
Ü
林

院
學
士
に
昇
'
し
︑
徐
�
貞
と
共
に
入
閣
し
た
︒
許
彬
は
石
亨
と
深
い
關
係
が
あ
り
︑
そ
の
入
閣
も
石
亨
の
推
薦
に
よ
る(31

)
︒
二
日
後
︑
大
理
寺

卿
薛
瑄
も
禮
部
右
侍
郞
*
Ü
林
院
學
士
に
昇
'
し
入
閣
し
た
︒
こ
ち
ら
は
楊
善
の
推
薦
を
T
け
た
か
ら
で
あ
る(32

)
︒

李
賢
の
登
場
は
そ
の
後
の
こ
と
で
︑
同
年
二
�
に
0
部
右
侍
郞
*
Ü
林
院
學
士
の
�
格
で
入
閣
を
果
た
し
た(33

)
︒
で
は
︑
李
賢
が
入
閣
で
き
た

理
由
は
一
體
何
だ
ろ
う
か
︒﹃
天
順
日
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
石
亨
は
か
つ
て
李
賢
の
入
閣
を
誘
っ
た
が
︑
李
賢
本
人
が
斷
っ
た
と
い
う(34

)
︒
そ
し
て
︑

李
賢
自
身
は
自
分
の
入
閣
が
﹁
衆
論
﹂
に
よ
る
も
の
だ
と
%
張
し
て
い
る(35

)
︒
石
亨
ら
は
そ
の
後
英
宗
に
肅
淸
さ
れ
る
か
ら
︑
李
賢
に
は
彼
ら
奪

門
功
臣
た
ち
と
の
關
係
を
隱
そ
う
と
す
る
 
圖
が
働
い
た
可
能
性
が
高
い
︒﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
は
︑
は
っ
き
り
李
賢
は
張
軏
の
推
薦
で
入
閣
し

た
と
営
べ
る(36

)
︒
同
書
の
�
體
を
見
て
も
︑
李
賢
を
批
�
し
た
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
︑
こ
の
記
事
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の

だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
成
/
・
弘
治
・
正
德
・
嘉
靖
四
代
に
歷
仕
し
た
王
瓊
が
書
い
た
﹃
雙
溪
雜
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
李
賢
は
徐
�
貞
と
共
に
曹
吉
祥

の
推
薦
で
入
閣
し
た
と
さ
れ
る(37

)
︒
李
賢
の
入
閣
は
奪
門
功
臣

(石
亨
・
張
軏
・
曹
吉
祥
の
う
ち
誰
で
あ
る
に
せ
よ
)
の
推
薦
を
T
け
た
も
の
で
あ
ろ

う
︒
一
方
︑
李
賢
の
言
う
﹁
衆
論
﹂
も
百
官
の
公
論
の
 
味
で
あ
り
︑
奪
門
功
臣
も
百
官
に
屬
す
る
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
記
錄
を
考
え
合
わ

せ
る
と
︑
石
亨
ら
奪
門
功
臣
が
他
の
大
臣
た
ち
と
共
に
李
賢
を
推
薦
し
︑
彼
の
入
閣
を
實
現
し
た
と
す
る
の
が
 
當
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
後
の
閣
臣
た
ち
の
動
き
を
見
る
と
︑
徐
�
貞
は
事
變
の
L
日
兵
部
尙
書
と
な
っ
て
い
る
が(38

)
︑
同
年
の
三
�
︑
さ
ら
に
武
功
伯
に
封
ぜ
ら

れ
た

(同
時
に
李
賢
は
0
部
尙
書
に
昇
'
し
た
)
︒
徐
�
貞
は
こ
の
と
き
石
亨
を
介
し
て
¡
位
を
求
め
た
が
︑
石
亨
よ
り
英
宗
へ
の
'
言
を
得
て
は

じ
め
て
武
功
伯
の
¡
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た(39

)
︒
こ
こ
か
ら
は
奪
門
功
臣
の
閒
で
も
︑
石
亨
と
徐
�
貞
に
︑
權
威
の
格
差
の
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
三
日
後
︑
徐
�
貞
は
華
蓋
殿
大
學
士

(殿
閣
大
學
士
稱
號
の
�
上
位
︑
嘉
靖
�
に
中
極
殿
大
學
士
に
改
名
)
を
*
任
し
︑
勳
號
・
散
官
お

よ
び
誥
¢
を
£
け
ら
れ
た
︒
五
�
に
入
る
と
︑
許
彬
と
薛
瑄
が
禮
部
左
侍
郞
に
昇
'
し
た(40

)
︒
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以
上
︑
奪
門
以
影
の
內
閣
閣
臣
の
人
事
變
動
の
2
3
を
た
ど
っ
て
き
た
︒
こ
こ
で
四
人
が
入
閣
を
果
た
し
た
理
由
は
︑
い
ず
れ
も
奪
門
功
臣

と
の
關
係
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
薛
瑄
だ
け
は
特
殊
な
人
物
で
あ
る
︒

本
p
の
仕
宦
の
中
︑
理
學
を
以
て
務
め
と
爲
す
者
︑
惟
だ
薛
�
淸
一
人
の
み(41

)
︒

薛
瑄
は
理
學
に
¤
詣
が
深
く
︑
後
世
に
與
え
た
影
$
も
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
大
き
か
っ
た
︒
政
治
家
と
い
う
よ
り
︑
理
學
家
と
し
て
の
榮
譽

が
高
く
︑
彼
を
閣
臣
に
推
し
た
目
�
に
は
︑
奪
門
功
臣
が
理
學
者
を
自
分
の
味
方
に
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
て
︑
奪
門
功
臣
の
推
薦
で
入
閣
で
き
た
四
閣
臣
の
そ
の
後
の
石
亨
ら
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
︒
李
賢
自
身
が
閣
臣

と
奪
門
功
臣
の
關
係
に
つ
い
て
f
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

初
め
︑
太
監
吉
祥

�
立
の
功
�
る
を
以
て
國
政
に
與
か
る
も
︑
�
墨
に
@
ぜ
ず
︑
事
の
司
禮
監
に
歸
す
る
を
恐
れ
︑
此
れ
を
以
て
極
力

贊
說
し
︑
凡
事
二
學
士
と
商
議
し
て
行
う
︑
 
に
籠
絡
し
て
己
れ
に
附
せ
し
め
ん
と
欲
す(42

)
︒

こ
こ
か
ら
は
曹
吉
祥
が
徐
�
貞
・
李
賢
と
の
閒
に
協
力
關
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
李
賢
は
こ
れ
に
續
け
て
一
つ
の
事
例

を
擧
げ
︑
山
東
の
災
O
救
濟
金
增
額
の
問
題
に
つ
い
て
︑
英
宗
の
A
で
︑
徐
�
貞
・
李
賢
・
曹
吉
祥
が
合
同
で
檢
討
し
た
樣
子
を
営
べ
て
い
る
︒

そ
の
結
果
︑
救
濟
金
の
增
額
も
決
定
さ
れ
た(43

)
︒
閣
臣
と
奪
門
功
臣
が
當
初
は
良
好
な
關
係
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
二
	

短
命
の
怨
內
閣

し
か
し
︑
天
順
元
年
の
﹁
蜜
�
﹂
�
は
長
く
は
續
か
ず
︑
六
�
に
入
っ
て
か
ら
︑
閣
臣
四
人
は
�
員
失
脚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
ず
︑
石

亨
が
徐
�
貞
と
李
賢
を
訴
え
︑
英
宗
は
﹁
欲
獨
專
擅
威
權
︑
排
斥
勛
舊

(徐
�
貞
と
李
賢
は
獨
斷
專
權
し
︑
功
臣
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
)
﹂
の
名
目

で
二
人
を
錦
衣
衞
獄
に
投
獄
さ
せ
た
︒
一
方
︑
薛
瑄
は
同
�
に
高
齡
と
病
氣
を
理
由
に
致
仕
し
た(44

)
︒
L
�
︑
許
彬
も
南
京
禮
部
左
侍
郞
に
左
�

さ
れ
︑
さ
ら
に
八
�
に
は
陝
西
布
政
W
司
右
參
政
に
貶
さ
れ
た(45

)
︒
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
短
�
閒
の
う
ち
に
︑
閣
臣
・
奪
門
功
臣
の
關
係
が
§
¨
に
惡

/
し
︑
�
員
閣
外
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
特
に
︑
徐
�
貞
は
閣
臣
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
石
亨
・
曹
吉
祥
ら
の
同
©
者
で
も
あ
っ
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た
︒
ま
た
︑
こ
の
怨
內
閣
を
樹
立
し
た
中
心
人
物
は
石
亨
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
自
身
の
手
で
そ
れ
を
壞
滅
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

徐
�
貞
は
も
と
も
と
︑
入
閣
A
は
奪
門
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
︑
英
宗
の
復
辟
を
直
接
に
劃
策
し
て
︑
軍
�
を
%
7
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
か
つ
て
の
©
友
は
反
目
し
あ
い
︑
自
身
は
�
O
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
兩
者
が
險
惡
に
な
っ
た
原
因
は
︑﹃
�
英

宗
實
錄
﹄
に
︑

旣
に
政
を
執
り
︑
亨
�
び
吉
祥
の
貪
橫
な
る
を
以
て
︑
之
れ
を
正
さ
ん
と
欲
し
︑
數
し
ば
上
に
言
う(46

)
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
�
�
﹄
に
は
︑

�
貞
旣
に
志
を
得
れ
ば
︑
則
ち
自
ら
曹
・
石
に
衣
な
ら
ん
と
思
う(47

)
︒

と
あ
る
︒
徐
�
貞
は
石
亨
・
曹
吉
祥
ら
と
同
じ
陣
營
に
屬
し
て
い
た
が
︑
入
閣
後
は
石
亨
ら
の
﹁
貪
橫
﹂
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
徐

�
貞
は
石
亨
・
曹
吉
祥
の
貪
欲
專
橫
と
は
志
向
を
衣
に
し
︑
彼
ら
と
の
關
係
を
斷
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
徐
�
貞
の
心
中
を
�
ら
か
に
す
る
の
は

不
可
能
で
あ
る
が
︑
石
亨
・
曹
吉
祥
ら
が
本
當
に
﹁
貪
橫
﹂
だ
っ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
石
亨
ら
と
徐
�
貞
が
決
裂
し
た
こ
と
は
�
ら

か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
徐
�
貞
は
こ
れ
ほ
ど
早
く
奪
門
功
臣
の
攻
擊
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
徐
�
貞
・
李
賢
は
ど
う
し
て
﹁
欲
獨

專
擅
威
權
︑
排
斥
勛
舊
﹂
と
さ
れ
た
の
か
︒
ま
た
︑
他
の
閣
臣
許
彬
・
薛
瑄
の
失
脚
の
原
因
は
何
か
︒
こ
れ
ら
の
問
題
點
を
解
�
す
る
に
は
︑

徐
・
李
の
投
獄
A
の
五
�
ま
で
³
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
五
�
に
�
き
た
監
察
御
�
楊
瑄
の
上
奏
事
件
を
見
て
み
よ
う
︒

楊
瑄
は
直
隸
の
府
縣
が
連
年
水
O
に
見
舞
わ
れ
︑
民
衆
が
¬

狀
況
に
陷
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
石
亨
が
直
隸
河
閒
縣
の
一
K
の
田

を
占
據
し
︑
ま
た
︑
曹
吉
祥
も
眞
定
府
饒
陽
縣
の
®
地
を
占
據
し
た
こ
と
を
訴
え
出
た
︒
英
宗
は
徐
�
貞
と
李
賢
を
呼
び
寄
せ
︑
楊
瑄
の
上
奏

�
を
閱
覽
さ
せ
た
が
︑
徐
�
貞
・
李
賢
が
共
同
で
提
出
し
た
 
見
は
︑

瑄
の
言
う
<
公
正
に
し
て
︑
權
幸
を
m
け
ず
︑
宜
し
く
其
の
�
に
從
う
べ
し(48

)
︒

と
あ
り
︑
楊
瑄
の
%
張
の
公
正
さ
を
°
め
︑
彼
の
上
奏
に
同
 
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
徐
�
貞
・
李
賢
二
人
は
石
亨
と

曹
吉
祥
を
﹁
權
幸
﹂
と
罵
り
︑
石
・
曹
二
人
の
行
爲
を
批
�
す
る
立
場
を
表
�
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
楊
瑄
の
上
奏
後
︑
張
o
ら
十
三
`
監
察
御
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�
は
一
齊
に
石
亨
の
彈
云
を
行
な
お
う
と
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
石
亨
は
反
訴
し
楊
瑄
や
張
o
ら
御
�
を
入
獄
さ
せ
た
︒
±
問
の
結
果
︑
彼
ら
は

右
都
御
�
耿
九
疇
・
右
副
都
御
�
羅
綺
の
敎
唆
に
よ
る
と
供
営
し
た
た
め
︑
耿
九
疇
・
羅
綺
兩
名
も
投
獄
さ
れ
た
︒
結
局
︑
彼
ら
二
人
は
徐
�

貞
と
李
賢
の
指
示
で
石
亨
を
彈
云
し
た
と
訴
え
ら
れ
た
︒

其
の
�
貞
�
び
賢
に
阿
附
し
︑
御
�
を
%
W
し
て
亨
を
云
せ
し
む
と
謂
う(49

)
︒

徐
�
貞
・
李
賢
は
そ
の
た
め
に
入
獄
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
徐
�
貞
と
李
賢
は
楊
瑄
ら
の
事
件
に
卷
き
³
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
れ
が
冤
罪
か
否
か
は
不
�
で
あ
る
が
︑
耿
九
疇
が
李
賢
に
諂
い
結
託
し
て
い
た
件
に
つ
い
て
は
根
據
が
あ
る
︒
耿
九
疇
は
李
賢
の
推
薦
を
得

て
右
都
御
�
に
就
任
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る(50

)
︒

一
方
︑
薛
瑄
・
許
彬
の
失
脚
に
つ
い
て
は
︑
彼
ら
が
徐
�
貞
・
李
賢
と
共
に
楊
瑄
の
上
奏
に
同
P
し
た
か
ら
な
の
か
ど
う
か
は
證
�
で
き
な

い
︒
し
か
し
︑
同
じ
五
�
の
﹃
�
英
宗
實
錄
﹄
に
は
︑
閣
臣
四
人
一
同
で
皇
(
に
'
言
し
た
記
錄
が
見
つ
か
る
︒
閣
臣
四
人
は
と
も
に
邊
境
防

備
の
 
見
書
を
提
出
し
︑
英
宗
か
ら
批
准
を
得
て
い
る
︒
閣
臣
た
ち
は
以
A
に
´
減
さ
れ
た
紫
荊
・
倒
馬
・
龍
泉
谷
の
關
<
の
兵
士
を
增
員
す

る
こ
と
を
求
め
た
が
︑
問
題
な
の
は
︑
以
A
に
こ
の
關
<
の
兵
員
´
減
案
を
提
出
し
た
者
こ
そ
︑
石
亨
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る(51

)
︒
こ
の

件
か
ら
は
︑
閣
臣
た
ち
が
一
致
し
て
石
亨
に
對
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

ま
た
︑
李
賢
の
辯
に
よ
れ
ば
︑
徐
�
貞
ら
を
訴
え
た
の
は
石
亨
だ
け
で
は
な
く
︑
曹
吉
祥
も
英
宗
に
讒
言
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
曹
吉
祥
が

訴
え
た
の
は
﹁
內
閣
專
權
し
︑
我
輩
を
除
か
ん
と
欲
し
た(52

)
﹂
か
ら
で
あ
っ
た
︒
曹
吉
祥
の
攻
擊
對
象
は
︑
徐
�
貞
・
李
賢
二
人
だ
け
に
止
ま
ら

ず
︑
內
閣
�
體
に
�
ん
で
お
り
︑
閣
臣
一
同
が
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
薛
瑄
・
許
彬
は
單
に
徐
�
貞
・
李
賢
に
默
從
し
た

だ
け
で
あ
っ
た
た
め
︑
こ
の
と
き
の
處
分
は
致
仕
と
左
�
で
濟
ん
だ
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
二
人
も
そ
の
ま
ま
無
事
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︒

一
年
後
の
天
順
二
年
六
�
︑
在
任
中
の
誥
�
執
筆
の
ミ
ス
を
理
由
に
責
任
を
�
�
さ
れ
︑
}
按
御
�
の
±
問
を
T
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
本
來

な
ら


𠛬
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
<
を
𠛬
罰
は
免
除
さ
れ
た
が
︑
許
彬
は
致
仕
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た(53

)
︒
こ
れ
は
�
ら
か
に
奪
門
功
臣
に
よ
る

報
復
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
石
亨
と
曹
吉
祥
は
閣
臣
ら
に
對
抗
し
て
�
面
�
に
攻
擊
を
仕
掛
け
︑
自
ら
樹
立
し
た
內
閣
を
今
度
は
自
ら
の
手
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で
µ
壞
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
�
 
す
べ
き
は
︑
石
亨
と
曹
吉
祥
が
﹁
內
閣
專
權
し
︑
我
輩
を
除
か
ん
と
欲
し
た
﹂
と
い
う
攻
擊
の
理
由
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
內
閣

は
徐
�
貞
と
李
賢
を
中
心
に
p
政
を
掌
握
し
︑
奪
門
功
臣
た
ち
を
權
力
の
中
樞
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
奪
門
功

臣
の
立
場
か
ら
見
る
と
︑
內
閣
は
耿
九
疇
ら
と
¶
黨
を
組
み
專
權
志
向
を
示
し
て
い
た
︒
曹
吉
祥
の
%
張
に
は
奪
門
功
臣
と
閣
臣
が
共
同
で
政

務
を
擔
當
す
べ
き
だ
と
い
う
 
志
が
³
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
故
︑
閣
臣
た
ち
が
奪
門
功
臣
の
掣
肘
か
ら
拔
け
出
し
て
對
抗
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
︒
こ
れ
こ
そ
が
石
亨
と
曹
吉
祥
が
閣
臣
た
ち
を
一
·
し
た
動
機
で
あ
ろ
う
︒
政
治
面
で
は
石
亨
と
曹
吉
祥
の
p
政
荏
�
が
つ
づ
き
︑
英

宗
も
多
く
の
人
事
に
つ
い
て
彼
ら
に
讓
步
し
つ
づ
け
て
い
た
︒
こ
の
閒
︑
英
宗
は
徐
�
貞
と
李
賢
が
無
罪
と
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
閣
臣
た

ち
を
犧
牲
に
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
 
外
に
も
︑
徐
�
貞
と
李
賢
は
投
獄
後
一
日
で
釋
放
さ
れ
た
︒
そ
の
理
由
も
不
可
思
議
で
︑
投
獄
さ
れ
た
そ
の
夜
︑
雷
雹
と
大
風
が

發
生
し
て
︑
曹
吉
祥
の
家
の
正
門
A
の
老
木
が
す
べ
て
折
れ
︑
石
亨
の
家
に
一
尺
あ
ま
り
の
水
が
た
ま
り
︑
冤
罪
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に

な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う(54

)
︒
た
だ
徐
�
貞
の
そ
の
後
は
順
P
で
な
く
︑
廣
東
右
參
政
に
左
�
の
後
再
び
投
獄
さ
れ
︑
雲
南
の
金
齒
衞
に
�
放
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た(55

)
︒
奪
門
功
臣
の
攻
擊
を
唯
一
免
れ
た
の
は
李
賢
で
あ
っ
た
︒
李
賢
は
七
�
に
は
復
職
し
︑
�
淵
閣
を
管
掌
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

た(
56
)

︒
一
方
︑
怨
た
に
入
閣
し
た
の
は
呂
原
と
岳
正
で
あ
る
︒
@
政
W
司
左
參
議
呂
原
は
徐
�
貞
と
李
賢
が
釋
放
さ
れ
た
當
日
に
Ü
林
院
侍
¹
*

任
で
入
閣
し
︑
そ
の
三
日
後
︑
岳
正
は
Ü
林
院
修
m
の
�
格
で
閣
臣
と
な
っ
た
の
で
あ
る(57

)
︒
さ
ら
に
L
�
に
復
職
し
た
李
賢
を
加
え
︑
英
宗
復

辟
後
の
﹁
第
二
�
﹂
內
閣
が
生
ま
れ
た
︒

呂
原
と
岳
正
に
つ
い
て
は
︑
嘉
靖
�
の
Ü
林
官
で
あ
っ
た
廖
`
南
の
﹃
殿
閣
詞
林
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑

時
に
忠
國
公
石
亨

太
監
曹
吉
祥
と
寵
を
怙
み
擅
權
す
︒
�
名
の
書
を
投
じ
て
p
政
を
指
斥
す
る
者
�
り
︒
⁝
(中
略
)⁝
亨

上
に
勸
め
て

榜
を
出
し
能
く
捕
吿
す
る
も
の
を
募
り
︑
賞
す
る
に
三
品
の
職
を
以
て
す
︒
上

內
閣
を
し
て
榜
格
を
m
せ
し
む
︒
岳
正

呂
原
と
上
に
見ま

み

え
て
曰
く
︑
爲
政

自
ず
と
體
�
り
︑
盜
¼

兵
部
に
責も
と

め
︑
姦
宄

法
司
に
責
む
︑
豈
に
天
子
自
ら
榜
を
出
し
½
募
す
る
の
理
�
ら
ん
や(58

)
︒
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と
あ
る
︒
閣
臣
二
人
は
こ
の
よ
う
に
う
わ
べ
で
は
英
宗
の
命
令
に
反
論
し
て
い
る
が
︑
發
言
の
 
圖
は
�
ら
か
に
石
亨
ら
の
專
橫
に
對
す
る
非

難
で
あ
ろ
う
︒
呂
原
・
岳
正
の
二
人
と
も
奪
門
功
臣
に
反
對
す
る
側
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
か
で
も
︑
岳
正
は
英
宗
に
曹
吉
祥
・

石
亨
を
除
く
よ
う
に
'
言
し
︑
二
人
を
離
閒
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
曹
吉
祥
に
兵
權
を
¾
上
さ
せ
︑
石
亨
の
不
¿
を
摘
發
し
よ
う

と
も
し
た
︒
し
か
し
︑
岳
正
の
試
み
は
失
敗
に
#
わ
る
︒
曹
吉
祥
と
石
亨
は
︑
岳
正
が
徐
�
貞
の
投
獄

(二
囘
目
)
時
に
︑
彼
を
復
職
さ
せ
れ

ば
﹁
天
變
﹂
が
À
え
る
と
い
う
上
奏
を
し
た
こ
と
を
持
ち
出
し
︑
徐
�
貞
と
の
結
託
と
い
う
名
目
で
岳
正
を
彈
云
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
結
局
の

と
こ
ろ
︑
岳
正
は
地
方
に
左
�
さ
れ
た(59

)
︒

岳
正
が
奪
門
功
臣
の
兵
權
放
棄
を
す
す
め
た
こ
と
は
︑
例
え
ば
︑
崔
銑
が
嘉
靖
九
年

(
一
五
三
〇
)
に
書
い
た
﹃
�
臣
十
	
﹄
に
具
體
�
な

記
営
が
見
ら
れ
る
︒
岳
正
は
ま
ず
英
宗
に
﹁
內
臣
武
臣
の
權
重
し
﹂
と
'
言
し
︑
英
宗
の
指
示
が
下
さ
れ
な
い
う
ち
に
︑﹁
上

將
に
疑
心
�
ら

ん
と
す

(兵
權
を
¾
上
し
な
い
と
皇
(
が
疑
う
だ
ろ
う
)
﹂
と
の
理
由
で
︑
曹
欽

(曹
吉
祥
の
養
子
)
や
石
彪

(石
亨
の
姪お
い

)
に
兵
權
を
¾
上
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
天
順
元
年
六
�
時
點
で
︑
曹
欽
は
左
都
督
︑
石
彪
は
Ã
擊
將
軍
右
都
督
を
擔
當
し
て
い
た(60

)
︒
特
に
石
彪
は
ず
っ
と
軍
�

を
�
い
て
モ
ン
ゴ
ル
人
と
戰
っ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
曹
吉
祥
が
罪
を
わ
び
た
際
に
︑
英
宗
は
岳
正
の
﹁
漏
言
﹂
を
責
め
︑
彼
を
左
�
し
た
の
で

あ
っ
た(

61
)

︒
以
上
か
ら
︑
岳
正
が
徐
�
貞
の
側
に
立
ち
︑
奪
門
功
臣
に
反
對
す
る
6
勢
を
�
確
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
英
宗
は
 
圖
し
て

石
亨
ら
に
反
對
す
る
人
物
を
?
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
岳
正
は
英
宗
の
 
向
で
入
閣
し
︑
そ
し
て
英
宗
を
代
辯
し
て
奪
門
功
臣
に
對
抗
し
た
︒

し
か
し
︑
岳
正
の
行
動
は
あ
ま
り
に
露
骨
す
ぎ
︑
英
宗
が
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
た
た
め
﹁
漏
言
﹂
を
口
實
に
政
治
鬭
爭
の
犧
牲
に
供
さ
れ
︑

中
央
權
力
か
ら
�
放
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

で
は
︑
李
賢
は
復
職
後
ど
う
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
は
岳
正
と
�
い
︑
保
身
の
た
め
の
策
略
を
と
っ
て
い
た
︒
英
宗
の
呼
び
出
し
が

あ
っ
た
場
合
だ
け
︑
皇
(
の
と
こ
ろ
に
行
き
︑
呼
び
出
し
が
な
け
れ
ば
︑
�
書
を
密
封
獻
上
す
る
政
務
を
行
う
だ
け
で
あ
っ
た
︒
李
賢
自
身
は

た
と
え
十
日
閒
召
見
が
な
く
と
も
︑
決
し
て
皇
(
と
の
面
會
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た(62

)
︒

岳
正
が
左
�
さ
れ
て
ま
も
な
く
の
九
�
︑
彭
時
が
太
常
寺
少
卿
*
Ü
林
院
侍
讀
と
し
て
入
閣
し
た(63

)
︒
今
囘
は
二
度
目
の
入
閣
で
あ
る
︒
彭
時
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は
正
瓜
十
四
年
の
土
木
の
變
以
後
︑
商
輅
と
共
に
一
度
入
閣
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
閒
も
な
く
Ä
喪
に
よ
っ
て
p
廷
を
離
れ
︑
英
宗
復
辟
ま

で
復
職
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る(64

)
︒﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
に
は
︑

上

�
華
殿
に
御
し
︑
臣
時
を
召
し
て
入
見
し
︑
榻
A
に
9
づ
け
し
め
て
問
い
て
曰
く
︑
爾

時

正
瓜
十
三
年
の
狀
元
な
る
か
︒
⁝
(中

略
)⁝
上
笑
い
て
曰
く
︑
正
に
好
く
用
事
せ
よ
︑
外
に
出
て
酒
飯
を
Æ
し
去
け
︒
時

叩
頭
し
て
d
く
︒
已
に
し
て
命
下
り
︑
着
し
て
�
淵

閣
に
辦
事
せ
し
む(65

)
︒

と
あ
り
︑
彭
時
は
入
閣
が
英
宗
の
拔
Ù
に
よ
る
と
%
張
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
彼
は
同
じ
著
作
の
中
で
︑
奪
門
功
臣

(﹁
È
權
寵
者
﹂
)
が
徐
�

貞
・
李
賢
の
失
脚
後
︑
彭
時
と
結
ぶ
た
め
に
そ
の
入
閣
を
推
薦
し
よ
う
と
し
た
が
︑
斷
然
拒
絕
し
た
と
営
べ
て
い
る(66

)
︒﹃
�
�
﹄
に
も

閣
臣

三
楊
よ
り
後
︑
'
d
の
禮
甚
だ
輕
し
︒
(
の
親
Ù
す
る
<
と
爲
る
者
︑
唯
だ
時
と
正
の
二
人
の
み(67

)
︒

と
あ
る
︒
彭
時
の
入
閣
は
岳
正
の
場
合
も
含
め
︑
奪
門
功
臣
の
應
Ê
よ
り
も
︑
皇
(
の
 
志
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
事
實
︑
同
年

の
七
�
︑
石
亨
は
貴
州
布
政
司
左
參
議
盧
彬
と
南
京
太
常
寺
少
卿
王
�
の
入
閣
を
推
薦
し
た
が
︑
二
人
と
も
英
宗
に
拒
絕
さ
れ
て
い
る
︒
石
亨

の
面
子
を
守
る
た
め
に
︑
王
�
を
北
京
の
太
常
寺
に
轉
じ
さ
せ
た
だ
け
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る(68

)
︒
た
だ
し
︑
閣
臣
�
員
が
英
宗
自
身
の
 
志
に

よ
っ
て
?
ば
れ
た
と
ま
で
は
證
�
で
き
ず
︑
例
え
ば
呂
原
の
入
閣
の
經
雲
は
不
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
以
上
の
檢
討
か
ら
も
︑
英
宗
が
閣
臣
の

人
事
權
で
は
自
立
傾
向
を
見
せ
始
め
た
と
�
斷
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
復
辟
の
當
初
と
比
べ
︑
奪
門
功
臣
た
ち
の
推
薦
に
從
う
こ

と
は
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
	

李
賢
の
擡
頭
と
奪
門
功
臣
勢
力
の
瓦
解

岳
正
が
左
�
さ
れ
た
後
︑
李
賢
・
彭
時
・
呂
原
の
三
者
は
﹁
長
�
內
閣
﹂
を
維
持
し
て
い
た
︒
呂
原
は
天
順
六
年
に
病
死
し
た
が
︑
李
賢
と

彭
時
は
成
/
�
ま
で
閣
臣
を
務
め
て
い
た
︒
し
か
し
︑
石
亨
・
曹
吉
祥
ら
の
勢
力
が
こ
れ
ら
閣
臣
た
ち
と
和
解
し
︑
中
央
政
治
を
安
定
さ
せ
た

よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
李
賢
は
復
職
後
︑
自
ら
﹁
立
 
d
m
﹂
と
語
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
實
際
の
行
動
を
見
る
と
︑
奪
門
功
臣
勢
力
と
對
抗
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し
つ
づ
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

英
宗
は
李
賢
の
﹁
d
m
﹂
行
爲
を
知
る
と
︑
李
賢
に
每
日
p
見
す
る
よ
う
命
じ
た
上
︑
奪
門
功
臣
に
よ
る
恣
 
�
な
人
事
介
入
に
も
不
滿
の

 
志
を
表
�
し
た
︒
李
賢
の
p
廷
人
事
に
つ
い
て
の
發
言
力
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
こ
の
と
き
か
ら
で
あ
る
︒
李
賢
自
身
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑

凡
そ
左
右

人
を
薦
む
る
に
︑
必
ず
賢
を
召
し
て
其
の
如
何
な
る
か
を
問
う
︑
賢
の
以
て
可
と
爲
す
者
卽
ち
之
れ
を
用
い
︑
應
ぜ
ざ
る
者

卽
ち
用
い
ず(69

)
︒

と
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
表
現
に
は
誇
張
が
多
い
︒
例
え
ば
︑
天
順
二
年
二
�
に
は
︑
英
宗
が
︑
李
賢
に
缺
員
と
な
っ
た
兵
部
尙
書
に
誰
が
Ë

任
か
±
ね
︑
李
賢
は
馬
昂
・
寇
深
の
二
人
を
推
薦
し
た
が
︑
そ
の
後
︑
英
宗
は
ま
た
0
部
な
ど
の
堂
上
官
に
も
推
薦
す
る
よ
う
命
令
し
た
︒
彼

ら
は
皆
そ
の
ま
ま
同
じ
二
人
を
推
薦
し
た
た
め
に
︑
馬
昂
を
兵
部
尙
書
に
任
用
し
た
の
で
あ
っ
た(70

)
︒
こ
れ
を
見
る
限
り
︑
李
賢
の
推
薦
し
た
人

物
を
英
宗
が
直
ち
に
任
命
し
た
と
は
い
え
な
い
︒
李
賢
が
推
薦
し
た
の
は
二
人
の
候
補
者
で
あ
り
︑
英
宗
が
�
#
�
な
決
定
を
す
る
必
!
が

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
候
補
者
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
他
の
大
臣
・
衙
門
の
 
見
も
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
李
賢
が
英
宗
か
ら
得
た
信
任

が
厚
か
っ
た
の
は
疑
い
な
い
︒
英
宗
が
�
初
に
±
ね
た
の
は
李
賢
だ
っ
た
し
︑
他
の
衙
門
の
長
官
た
ち
も
李
賢
が
出
し
た
候
補
者
に
反
對
を
唱

え
る
者
は
な
か
っ
た
︒
李
賢
の
p
廷
に
お
け
る
影
$
力
が
强
/
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
︒

李
賢
は
奪
門
功
臣
に
さ
ら
に
攻
擊
を
し
か
け
た
︒
天
順
三
年
五
�
︑
英
宗
は
自
身
の
復
辟
に
つ
い
て
李
賢
の
考
え
を
±
ね
た
︒
李
賢
は
復
辟

の
實
行
に
自
分
も
誘
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
を
不
可
と
し
て
參
加
し
な
か
っ
た
と
営
べ
た
︒
も
し
代
宗
が
不
治
に
な
っ
た
ら
︑
百
官
が
上
奏
し
て
英

宗
を
復
位
さ
せ
る
の
が
當
爲
で
あ
っ
て
︑
石
亨
ら
の
復
辟
の
實
行
は
富
と
地
位
を
目
當
て
に
し
た
も
の
に
2
ぎ
ず
︑
も
し
Ì
に
行
動
が
失
敗
に

#
わ
っ
た
ら
︑
陛
下
は
ど
う
や
っ
て
辯
解
で
き
た
で
し
ょ
う
か
と
 
見
を
開
陳
し
た
の
で
あ
る
︒
英
宗
は
李
賢
の
考
え
に
大
い
に
滿
足
し
た
と

い
う(

71
)

︒
李
賢
の
言
う
︑
百
官
が
上
奏
し
て
英
宗
を
復
位
さ
せ
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
は
必
ず
し
も
確
實
性
が
な
く
︑
た
だ
英
宗
の
機
�
を
と
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
︒
于
�
・
王
�
が
外
藩
か
ら
f
代
の
皇
(
を
�
立
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
奪
門
功
臣
た
ち
が
復
辟
を
强
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行
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
の
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
冒
險
行
爲
が
失
敗
し
た
ら
︑
英
宗
は
�
大
の
責
め
を
È
わ
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
︒
英
宗
も
こ
れ
を
悟
っ
た
か
ら
こ
そ
滿
足
の
 
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
後
︑
英
宗
に
よ
る
奪
門
功
臣
の
排
除
が
始
ま
っ
た
︒
ま
ず
天
順
三
年
八
�
一
日
︑
定
Í
侯
石
彪
が
錦
衣
衞
獄
に
投
獄
さ
れ
た
︒
こ
の
と

き
石
彪
は
鎭
守
大
同
の
職
を
得
よ
う
と
︑
致
仕
千
戶
楊
斌
ら
五
十
三
人
に
推
薦
の
上
奏
を
さ
せ
た
が
︑
英
宗
に
そ
の
陰
謀
を
察
知
さ
れ
た
︒
楊

斌
は
Î
捕
・
±
問
さ
れ
︑
結
局
石
彪
は
言
官
に
吿
發
さ
れ
た
の
で
あ
る(72

)
︒
石
彪
の
投
獄
は
疑
獄
事
件
の
聯
Ï
を
引
き
�
こ
し
た
︒﹃
�
英
宗
實

錄
﹄
を
天
順
三
年
八
�
か
ら
四
年
二
�
ま
で
P
べ
る
と
︑
每
�
ど
こ
ろ
か
︑
二
三
日
に
一
囘
は
︑
石
彪
・
石
亨
の
聯
纍
者
が
處
罰
さ
れ
た
記
事

が
見
ら
れ
る
︒
天
順
四
年
二
�
十
六
日
︑
石
亨
は
獄
死
し
︑
二
十
日
に
は
石
彪
も
處
𠛬
さ
れ
た(73

)
︒

こ
の
疑
獄
事
件
は
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
に
上
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
天
順
三
年
十
一
�
の
記
錄
を
例
に
取
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

天
順
三
年
十
一
�
二
十
一
日
︑
復
辟
參
加
の
理
由
で
昇
'
し
た
﹁
冒
陞
﹂
の
者
は
三
か
�
以
內
に
自
首
せ
よ
と
の
敕
命
が
影
っ
た
︒
そ
う
し

な
い
と
親
族
ま
で
連
座
さ
せ
︑
廣
東
・
廣
西
・
貴
州
に
�
放
し
て
兵
役
に
Ä
さ
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
た
が
︑
兵
部
で
當
時
昇
'
し
た
人
數
を
P
査

す
る
と
︑
石
亨
以
下
千
五
百
三
人
︑
張
軏
以
下
千
二
百
八
十
九
人
︑
張
輗
以
下
九
百
三
十
六
人
︑
曹
吉
祥
以
下
二
百
七
十
一
人
も
の
數
に
;
し

た
と
い
う(74

)
︒
奪
門
功
臣
の
勢
力
の
大
き
い
こ
と
を
よ
く
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
う
ち
�
�
を
T
け
た
者
は
き
わ
め
て
多
數
に
上
っ
た
︒

し
か
も
兵
部
の
摘
發
リ
ス
ト
は
石
亨
の
勢
力
だ
け
で
は
な
く
︑
張
軏
・
張
輗
・
曹
吉
祥
の
三
人
も
對
象
に
擧
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
打
倒
の
對

象
は
石
亨
の
み
な
ら
ず
︑
奪
門
功
臣
の
勢
力
�
體
に
�
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

英
宗
が
自
首
の
命
令
を
下
し
た
の
は
︑
奪
門
功
臣
の
リ
ー
ダ
ー
以
外
の
末
端
部
か
ら
肅
淸
を
始
め
た
時
�
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
點
で
石
亨
自

身
は
ま
だ
罪
を
問
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
皇
(
と
の
關
係
は
惡
/
す
る
一
方
で
あ
っ
た
︒
四
年
正
�
に
錦
衣
衞
指
揮
同
知
逯
杲
の
上
奏
に
よ

り
︑
石
亨
は
Î
捕
さ
れ
た
の
だ
が(75

)
︑
こ
の
と
き
の
李
賢
の
動
靜
も
見
4
し
て
は
な
ら
な
い
︒
英
宗
が
自
首
の
命
令
を
下
し
た
L
�
︑
李
賢
は
英

宗
か
ら
再
度
﹁
�
駕
奪
門
﹂
の
功
績
に
つ
い
て
±
ね
ら
れ
た
が
︑
彼
ら
は
自
分
の
功
績
を
誇
張
し
て
言
っ
た
に
2
ぎ
な
い
と
¾
答
し
て
い
る
︒

李
賢
は
奪
門
の
合
法
性
を
否
定
し
︑
英
宗
も
こ
れ
に
同
 
し
て
﹁
奪
門
﹂
と
い
う
語
の
W
用
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る(76

)
︒
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李
賢
の
召
對
は
︑
三
年
五
�
と
十
二
�
の
二
囘
が
重
!
で
︑
一
囘
目
は
石
彪
の
投
獄
の
直
A
︑
二
囘
目
は
石
亨
の
投
獄
の
直
A
に
當
た
る
︒

李
賢
の
二
度
に
わ
た
る
發
言
が
︑
奪
門
功
臣
打
倒
の
動
き
の
發
端
と
そ
の
勢
力
の
#
焉

(
%
に
石
亨
勢
力
︒
曹
吉
祥
の
失
脚
は
L
年
七
�
)
の
時
�

と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
︒
英
宗
に
と
っ
て
は
︑
李
賢
が
奪
門
功
臣
に
反
對
す
る
6
勢
を
表
�
し
て
こ
そ
︑
後
�
の
憂
い
な
く
行
動
に
移
れ

る
︒
も
し
閣
臣
た
ち
が
奪
門
功
臣
の
側
に
立
っ
た
ら
︑
あ
る
い
は
︑
中
立
・
曖
昧
な
態
度
を
と
っ
た
ら
︑
英
宗
は
彼
ら
の
反
抗
も
懸
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
故
︑
李
賢
の
態
度
表
�
が
後
押
し
に
な
っ
て
︑
英
宗
は
果
斷
な
肅
淸
に
出
る
決
 
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

石
亨
の
勢
力
は
園
底
�
に
肅
淸
さ
れ
た
が
︑
曹
吉
祥
は
こ
の
と
き
難
を
免
れ
て
い
る
︒
曹
吉
祥
勢
力
の
µ
壞
は
L
年
の
七
�
ま
で
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
逯
杲
か
ら
石
亨
の
と
き
と
同
じ
く
訴
え
を
�
こ
さ
れ
る
と
︑
曹
吉
祥
と
曹
欽
は
兵
を
�
い
て
皇
宮
を
攻
め
る
反
亂
に
走
っ
た
︒

逯
杲
は
曹
欽
の
軍
に
斬
ら
れ
︑
李
賢
も
傷
を
T
け
た
が
︑
結
果
と
し
て
反
亂
は
失
敗
に
#
わ
り
︑
曹
吉
祥
・
曹
欽
の
勢
力
は
一
擧
に
壞
滅
し
た

の
で
あ
っ
た(77

)
︒
以
上
︑
三
	
に
わ
た
り
奪
門
功
臣
の
興
Ò
を
軸
に
︑
功
臣
と
閣
臣
の
閒
の
協
力
・
對
抗
關
係
に
つ
い
て
営
べ
て
き
た
︒
功
臣
勢

力
の
�
#
�
な
肅
淸
は
︑
皇
(
英
宗
の
c
利
で
あ
る
の
と
同
時
に
︑
內
閣
閣
臣
た
ち
の
c
利
で
も
あ
っ
た
︒

英
宗
と
奪
門
功
臣
の
閒
に
は
︑
閣
臣
の
人
?
を
め
ぐ
る
爭
い
が
存
在
し
た
︒
閣
臣
た
ち
は
石
亨
が
倒
れ
た
ら
︑
曹
吉
祥
に
對
抗
し
︑
英
宗
を

荏
Ê
し
て
功
臣
勢
力
を
肅
淸
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
內
閣
は
中
央
權
力
に
お
い
て
相
當
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
は
奪
門
功
臣

の
勢
力
と
對
抗
す
る
2
3
の
な
か
か
ら
成
長
し
た
の
で
あ
る
︒
特
に
李
賢
が
そ
の
閒
に
英
宗
の
信
賴
を
得
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
後
︑
天
順
六
年
十
一
�
︑
呂
原
が
病
死
す
る
と
︑
L
年
の
二
�
に
詹
事
府
詹
事
陳
�
が
禮
部
右
侍
郞
*
Ü
林
院
學
士
に
昇
'
し
入
閣
を

果
た
し
た(78

)
︒
こ
れ
が
天
順
�
に
お
け
る
�
後
の
內
閣
人
事
で
あ
っ
た
︒
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第
三
違

閣
臣
の
政
治
動
向
と
內
閣
の
性
格

第
一
	

李
賢
の
活



閣
臣
の
職
掌
に
つ
い
て
︑
譚
天
星
氏
は
﹃
萬
曆
大
�
會
典
﹄﹁
Ü
林
院
﹂
を
も
と
に
︑
知
經
�
事
・
皇
太
子
輔
7
・
實
錄
[
纂
・
科
擧
考
官

な
ど
三
十
五
項
目
に
ま
と
め
た
が
︑
同
時
に
﹃
�
�
﹄
の
記
事
を
引
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
閣
臣
の
�
も
%
!
な
職
責
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る(79

)
︒

可
否
を
獻
替
し
︑
規
誨
を
奉
陳
し
︑
題
奏
を
點
檢
し
︑
批
答
を
票
擬
す
る
を
掌
り
て
︑
以
て
庶
政
を
�
允
す(80

)
︒

つ
ま
り
︑
口
頭
ま
た
は
書
面
で
皇
(
の
た
め
に
円
策
し
た
り
︑
 
見
を
提
出
し
た
り
す
る
こ
と
︑
題
本
と
奏
本
な
ど
の
公
�
書
を
整
理
す
る
こ

と
︑
皇
(
の
批
答
の
草
稿
を
作
成
す
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
の
業
務
を
@
じ
て
政
治
を
公
正
な
も
の
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
職
掌
は
�
代
の
ど
の
時
�
の
內
閣
に
も
當
て
は
ま
る
以
上
︑
天
順
時
�
の
內
閣
政
治
の
特
色
を
�
ら
か
に
す
る
も
の
と

は
言
い
難
い
︒
本
違
で
は
︑
閣
臣
個
人
の
行
動
を
切
り
口
に
し
て
︑
�
料
の
中
に
特
に
多
く
見
え
る
︑
口
頭
や
書
面
で
の
政
治
�
-
涉
に
檢
討

を
加
え
る
︒
ま
ず
︑
閣
臣
た
ち
と
皇
(
へ
の
上
言
の
樣
相
を
見
て
み
よ
う
︒

『
�
英
宗
實
錄
﹄
を
檢
索
す
る
と
︑
�
部
で
五
十
六
件
の
上
言
に
關
す
る
記
事
が
見
つ
か
る

(表
二
參
照(81
)

)
︒
そ
の
う
ち
人
事
任
免
に
關
す
る

も
の
が
十
六
件
あ
り
︑
�
も
大
き
な
比
�
を
占
め
る
︑
人
事
に
關
す
る
案
件
こ
そ
︑
閣
臣
が
皇
(
と
-
液
す
る
時
の
�
も
%
!
な
行
爲
で
あ
る

こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
他
の
方
面
の
や
り
と
り
も
あ
っ
た
の
で
︑
閣
臣
は
政
治
の
各
方
面
に
皇
(
に
影
$
を
與
え
て
い
た

の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
瓜
計
を
と
る
と
き
︑
閣
臣
の
誰
が
上
言
し
た
の
か
と
い
う
點
も
重
!
で
あ
る
︒︻
表
二
︼
に
よ
れ
ば
︑﹁
徐
�
貞
等
﹂
が
二
件
︑

﹁
徐
�
貞
・
李
賢
﹂
が
一
件
︑﹁
徐
�
貞
・
李
賢
・
許
彬
・
薛
瑄
﹂
が
一
件
︑﹁
李
賢
﹂
が
二
十
九
件
︑﹁
岳
正
﹂
が
三
件
︑﹁
李
賢
等
﹂
が
十
一
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表二

卷數 條 目 名 義 皇(とのコミュニケーション

二百七十七 元年夏四�庚子 徐�貞等 禮部員外郞の人?推薦 (人事)

二百七十七 元年夏四�丙午 徐�貞等 不良官員の摘發

二百七十八 元年五�乙酉 徐�貞・李賢 楊瑄の石亨吿發への態度表�

二百七十八 元年五�壬辰
徐�貞・李賢・許彬・
薛瑄

閒<の兵士增加案

二百八十 元年秋七�庚午 李賢 0部尙書の*任辭d

二百八十 元年秋七�辛未 岳正 石亨・曹吉祥の離反を圖る

火災に際しての石亨批�

徐�貞投獄後の發言

二百八十五 元年十二�辛亥 李賢 皇太后のÖ號

二百八十七 二年二�癸巳 李賢 兵部尙書の人?推薦 (人事)

二百八十七 二年二�壬子 李賢等 官僚の父母への誥敕賜與

二百八十八 二年閏二�丁丑 李賢等 職官制度の整理

二百八十九 二年三�甲辰 李賢 皇太后の外戚孫氏に對する態度

二百九十一 二年五�辛丑 李賢 衣民族の管理對策

二百九十三 二年秋七�癸卯 李賢等 皇太子£業の再開

二百九十三 二年秋七�戊申 李賢 英宗の奪門功臣批�への円議

二百九十三 二年秋七�庚戌 李賢等 邊境の防衞對策

二百九十五 二年九�辛丑 李賢 南京管糧官の人?推薦 (人事)

二百九十六 二年冬十�乙卯朔 李賢 錦衣衞官校の不法への吿發

二百九十六 二年冬十�戊辰 李賢 英宗の執政心得に對する發言

二百九十七 二年十一�丁未 李賢 禮部尙書の人?推薦 (人事)

二百九十八 二年十二�戊寅 李賢 山川壇の祭祀

二百九十八 二年十二�癸未 李賢 祭酒の人?推薦 (人事)

三百二 三年夏四�辛酉 李賢等 孛來に'貢させる案

三百三 三年五�壬午朔 李賢
『@志』を再[修するための人?
円議 (人事)

三百三 三年五�己酉 李賢
奪門に對する考えの發表および奪
門功臣批�

三百九 三年十一�乙巳 李賢 ｢賜第」の辭d

三百十 三年十二�辛亥 李賢 奪門正當性の否定

三百十三 四年三�丙戌 李賢等 '士劉永らのÜ林院における敎育

三百十七 四年秋七�壬辰 李賢・王翱・馬昂 英宗への安否伺い

三百十八 四年八�癸酉 李賢・王翱 兵部・工部侍郞の人?推薦 (人事)

三百十九 四年九�壬午 李賢 戶部侍郞の人?推薦 (人事)

三百二十 四年冬十�甲子
李賢・彭時・呂原・
王翱・馬昂

西苑における閱兵の感想

三百二十二 四年閏十一�丙午 李賢
南京都察院左都御�の人?推薦
(人事)



件
︑﹁
李
賢
・
王
翱
・
馬
昂
﹂
が
一
件
︑﹁
李

賢
・
王
翱
﹂
が
一
件
︑﹁
李
賢
・
彭
時
・
呂

原
・
王
翱
・
馬
昂
﹂
が
一
件
︑﹁
內

閣
臣
﹂

が
六
件
と
な
る
︒

『
�
英
宗
實
錄
﹄
の
ほ
か
に
︑
閣
臣
と
皇

(
の
や
り
と
り
の
記
事
は
︑
李
賢
の
﹃
天
順

日
錄
﹄
に
も
見
え
る
が
︑
こ
れ
は
李
賢
個
人

の
著
作
だ
か
ら
︑
李
賢
の
活
動
ば
か
り
に
l

る
傾
き
が
あ
る
し
︑
故
 
に
自
分
の
功
績
を

强
P
す
る
よ
う
な
客
觀
性
の
問
題
も
存
在
す

る
︒
こ
れ
に
比
べ
る
と
︑﹃
實
錄
﹄
の
總
裁

官
に
は
李
賢
の
ほ
か
に
︑
彭
時
・
陳
�
も

入
っ
て
お
り
︑
李
賢
一
人
が
自
ら
の
功
業
を

誇
示
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
本
稿
が
﹃
實

錄
﹄
を
も
と
に
瓜
計
を
と
っ
た
の
も
そ
の
た

め
だ
が
︑
そ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
李

賢
が
�
も
皇
(
の
信
賴
を
得
︑
活


し
て
い

た
閣
臣
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
李
賢
は
ど
の
よ
う
に
內
閣
を
%
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三百二十二 四年閏十一�戊午 李賢等 欽天官官員の罪の°定

三百二十七 五年夏四�乙未 李賢 英宗の執政心得に對する發言

三百二十七 五年夏四�己亥 李賢 冗官の´減對策 (人事)

三百二十九 五年六�丁亥 李賢 錦衣衞官校の不法への吿發

三百三十一 五年八�辛巳 李賢等
五軍都督府の人?推薦に關與しな
いことの�求 (人事)

三百三十一 五年八�癸未 李賢 太子少保の「加官」の辭d

三百三十八 六年三�甲辰 李賢等 黃河の冰が解けた後の作戰對策

三百四十一 六年六�甲申 內閣臣
南京都察院右僉都御�の人?推薦
(人事)

三百四十四 六年九�己酉 李賢
涼州を鎭守する副總兵の人?推薦
(人事)

三百四十四 六年九�庚戌 內閣臣 時享太�の日附變�の�求

三百四十五 六年冬十�丁亥 內閣臣 臨淸におけるØ糧Ùの對策

三百四十七 六年十二�乙丑 李賢 右軍都督僉事の人?推薦 (人事)

三百四十七 六年十二�丁卯 內閣臣 南京における鹽密輸の對策

三百四十七 六年十二�戊辰 內閣臣 河南における水Oの對策

三百四十七 六年十二�癸酉 內閣臣 '來品物の輸Û方法

三百四十七 六年十二�甲申 李賢 禮部尙書の人?推薦 (人事)

三百四十八 七年春正�癸卯 李賢
英宗が大祀天地の際に人に荏え助
ける案への答え

三百四十九 七年二�己卯 李賢 詹事府少詹事の人?推薦 (人事)

三百四十九 七年二�丙戌 李賢 「鼓妖」という天譴の對策

三百五十一 七年夏四�己巳 李賢 土木工事に兵士をWうの円議

三百五十三 七年五�丙申 李賢等 河南における貪暴官員の處𠛬!求

三百五十九 七年十一�乙亥 李賢等 衣民族'貢の對策



7
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
他
の
閣
臣
は
ど
の
よ
う
に
政
治
に
參
加
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
復
辟
の
時
點
に
戾
っ
て
檢
討
し
よ
う
︒
當
時
︑
徐
�
貞
は
英
宗
復
辟
を
斷
行
し
た
%
謀
者
の
一
人
と
し
て
入
閣
し
た
か
ら
︑
內
閣
の

中
心
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
李
賢
本
人
も
°
め
て
お
り
︑

賢

自
ら
Ü
Ý
の
難
を
念
い
︑
�
貞
を
助
け
て
底
蘊
を
展
盡
し
︑
知
り
て
言
わ
ざ
る
こ
と
無
し(82

)
︒

と
す
る
︒
徐
�
貞
の
地
位
が
李
賢
の
上
位
に
あ
っ
た
の
は
閒
�
い
な
い
︒
し
か
し
︑
徐
�
貞
と
李
賢
は
共
同
で
召
對
を
T
け
た
り
︑
ま
た
投
獄

さ
れ
た
り
し
た
こ
と
を
見
れ
ば
︑
彼
ら
二
人
が
共
に
皇
(
に
重
用
さ
れ
︑
奪
門
功
臣
と
共
に
中
央
政
治
を
%
7
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ

れ
に
對
し
て
︑
薛
瑄
と
許
彬
は
あ
ま
り
活


し
た
形
跡
が
な
く
︑
皇
(
へ
の
'
言
の
場
で
は
︑
天
順
元
年
五
�
に
閣
臣
が
Þ
っ
て
上
奏
し
た
と

き
に
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
後
に
彼
ら
に
加
え
ら
れ
た
處
罰
も
︑
徐
�
貞
・
李
賢
よ
り
ず
っ
と
輕
い
も
の
だ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
薛

瑄
・
許
彬
は
閣
內
で
も
中
心
に
は
お
ら
ず
︑
內
閣
の
權
力
は
徐
�
貞
と
李
賢
の
兩
名
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
徐

�
貞
の
在
任
�
閒
は
極
め
て
短
く
︑
そ
の
政
治
活
動
の
記
錄
も
乏
し
い
︒
閣
臣
の
動
向
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
で
き
る
の
は
︑
李
賢
が
復
職
し

て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

李
賢
は
復
職
し
た
當
初
︑
岳
正
・
呂
原
の
行
動
に
�
く
關
與
し
な
か
っ
た
し
︑
一
方
︑
岳
正
と
呂
原
も
自
ら
の
活
動
を
李
賢
に
左
右
さ
れ
は

し
な
か
っ
た
︒
李
賢
は
英
宗
に
�
淵
閣
の
事
務
を
管
掌
さ
せ
ら
れ
る

(﹁
掌
�
淵
閣
事
﹂
)
が
︑
彼
は
內
閣
の
長
官
で
は
な
く
︑
他
の
閣
臣
と
の

閒
に
上
下
關
係
も
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
A
p
の
代
宗
�
の
場
合
も
そ
う
で
︑
閣
臣
陳
循
は
內
閣
の
事
務
を
管
掌
す
る

(﹁
掌
內
閣
事
﹂
)
よ
う
命

じ
ら
れ
た(83

)
が
︑
皇
(
が
�
も
信
賴
を
寄
せ
て
い
た
の
は
王
�
だ
っ
た
の
で
︑
陳
循
は
王
�
ほ
ど
の
影
$
力
を
發
揮
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

李
賢
も
こ
れ
と
同
樣
で
あ
り
︑
岳
正
が
內
閣
に
い
た
時
�
に
は
︑
內
閣
の
%
7
者
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑
岳
正
の
失
脚
後
は
︑
閣
臣
呂
原
と
彭
時
が
李
賢
を
押
し
の
け
て
︑
皇
(
に
直
接
'
言
し
た
例
は
見
ら
れ
な
い
︒
嘉
靖
�
の
Ü
林
官

黃
佐
が
書
い
た
Ü
林
院

(
內
閣
が
含
ま
れ
る
)
の
�
職
故
實
と
し
て
の
﹃
Ü
林
記
﹄
は
f
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

祖
宗
以
來
︑
凡
そ
燕
閒
の
際
に
於
て
︑
執
政
大
臣
・
左
右
9
侍
時
常
に
皆
接
見
を
得
︒
⁝
(中
略
)⁝
景
(
の
時
︑
壅
�
尤
も
甚
だ
し
︒
英
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宗
復
辟
す
る
に
�
び
︑
始
め
て
其
の
由
を
知
り
︑
乃
ち
違
奏
を
親
決
し
︑
日
び
大
學
士
李
賢
と
之
れ
を
議
す
︒
賢

à
殿
に
據
り
て
入
奏

す
︒
舊
規

p
d
每
に
獨
り
留
り
︑
呼
召
を
待
た
ず
︑
徑
ち
に
上
の
燕
閒
に
詣
り
て
入
見
し
︑
以
て
�
問
を
承
く
︒
然
れ
ど
も
同
列
の
彭

時
・
呂
原
恆
に
與
か
る
を
得
ず(84

)
︒

李
賢
は
日
常
�
に
英
宗
か
ら
一
人
呼
び
出
さ
れ
た
り
︑
英
宗
の
と
こ
ろ
に
自
分
か
ら
'
言
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
︒﹃
�
英
宗
實
錄
﹄﹃
天
順
日

錄
﹄
を
見
る
限
り
︑
李
賢
の
行
動
か
ら
︑
他
の
閣
臣
も
政
策
決
定
に
參
加
し
て
い
た
か
を
�
斷
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
︑
李
賢
に
よ
る
'
言
が

他
の
閣
臣
の
 
見
を
反
映
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
召
對
の
ほ
か
に
も
政
治
參
加
の
手
段
は
存
在
し
︑

凡
そ
發
下
裁
斷
�
れ
ば
︑
賢
ら
一
に
至
公
よ
り
出
づ
︒
上

其
の
無
私
を
知
り
︑
委
任
益
々
隆
し
︒
凡
事
肯
え
て
輕
易
に
卽
出
せ
ず
︑
必

ず
召
し
て
其
の
可
否
を
問
い
︑
或
い
は
中
官
を
N
わ
し
て
來
問
せ
し
む
︑
其
の
當
を
得
る
に
務
め
︑
然
る
後
に
行
う(85

)
︒

と
あ
り
︑﹁
賢
等
﹂
と
あ
る
以
上
︑
英
宗
が
裁
決
に
á
っ
た
時
の
相
談
相
手
や
︑
 
見
を
求
め
た
相
手
は
李
賢
一
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
お

そ
ら
く
他
の
閣
臣
も
 
見
提
出
を
求
め
ら
れ
る
機
會
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
李
賢
は
�
も
英
宗
が
信
賴
を
寄
せ
て
い
た
た
め
︑
他
の
閣
臣

と
比
べ
皇
(
と
の
接
觸
の
機
會
が
�
も
多
く
︑
發
言
力
も
ま
た
�
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
	

他
の
閣
臣
の
政
治
參
加

彭
時
の
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
に
は
︑
天
順
二
年
の
皇
太
后
�
號
を
め
ぐ
る
李
賢
と
の
對
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
英
宗
は
孫
皇
太
后
に
�
號

(
â
烈
慈
壽
皇
太
后
)
を
加
え
た
が
︑
彭
時
は
こ
の
と
き
民
衆
ま
で
對
象
と
し
た
大
規
模
な
恩
典
を
行
う
こ
と
を
%
張
し
た
︒
一
方
︑
李
賢
の
考

え
は
先
年
旣
に
大
赦
を
二
囘
も
行
っ
た
の
で
︑
さ
ら
に
大
赦
を
行
う
の
は
不
!
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
彭
時
が
提
出
し
た
政
策
の

う
ち
︑
大
赦
は
行
わ
ず
︑
老
人
優
ã
の
恩
典
の
み
實
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
李
賢
は
彭
時
の
提
案
に
同
 
し
︑
草
案
を
作
成
し
て
英
宗
に
'

G
し
︑
そ
の
批
准
を
T
け
た
︒
結
局
︑
官
僚
の
七
十
歲
以
上
の
父
母
に
誥
敕
を
︑
八
十
歲
以
上
の
庶
民
に
冠
帶
を
與
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
︒
英
宗
は
皇
太
后
に
�
號
を
加
號
し
た
後
︑
自
ら
李
賢
・
彭
時
・
呂
原
三
人
に
銀
や
衣
Ä
を
下
賜
し
た
の
で
あ
っ
た(86

)
︒
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こ
の
2
3
を
見
る
限
り
︑
閣
臣
�
員
が
政
策
決
定
に
參
加
し
た
こ
と
は
閒
�
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
彭
時
・
呂
原
の
政
策
決
定
に
與
え
た
影
$

は
閒
接
�
・
ä
å
で
︑
內
閣
內
部
で
の
檢
討
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
︒
李
賢
が
�
#
案
を
ま
と
め
て
︑
英
宗
に
草
案
を
提
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
︒
お
そ
ら
く
李
賢
が
單
獨
で
'
言
を
行
っ
た
場
合
に
も
︑
そ
の
A
に
あ
ら
か
じ
め
︑
他
の
閣
臣
と
內
容
を
檢
討
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
の
例
を
擧
げ
る
と
︑
天
順
三
年
五
�
︑
李
賢
が
奪
門
を
批
�
す
る
考
え
を
英
宗
に
表
�
し
た
の
も
︑
他
の
閣
臣
か
ら
助
言
を
得
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
尹
直
の
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
は
︑
そ
れ
を
李
賢
と
彭
時
が
相
談
し
た
結
果
だ
と
%
張
す
る
︒
尹
直
の
 
見
を
彭
時
が
李

賢
に
傳
え
︑
李
賢
が
英
宗
に
提
出
し
た
の
は
尹
直
の
考
え
そ
の
ま
ま
で
︑
英
宗
は
こ
れ
を
聞
い
て
以
後
︑
ま
す
ま
す
石
亨
ら
と
疎
Í
に
な
っ
た

と
い
う(

87
)

︒
本
當
に
李
賢
が
尹
直
の
言
葉
を
傳
;
し
た
か
否
か
は
不
�
で
あ
り
︑
內
閣
後
輩
と
し
て
の
尹
直
が
李
賢
ま
た
は
彭
時
の
功
績
を
自
分

の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
も
除
外
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
召
對
の
A
に
︑
李
賢
と
彭
時
が
豫
め
檢
討
の
機
會
を
も
つ
の
は
︑
尹
直
の
°

識
で
は
�
@
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
�
い
な
い
︒

石
彪
が
投
獄
さ
れ
る
A
�
︑
英
宗
は
閣
臣
を
含
め
た
五
人
に
﹁
賜
Ã
﹂
を
行
っ
た
︒
彭
時
は
こ
の
こ
と
を
詳
し
く
記
営
し
て
お
り
︑

七
�
︑
尙
書
王
翱
・
馬
昂
幷
び
に
內
閣
學
士
三
人
に
南
城
に
Ã
ぶ
を
賜
わ
る
︒
中
に
宮
殿
樓
閣
十
餘
<
�
り
︑
皆
な
宣
�

上
と
Ã
幸
す

る
處
な
り(88

)
︒

と
あ
る
︒
南
城

(今
の
北
京
�
渡
寺
æ
跡
)
は
南
內
ま
た
は
南
宮
と
も
い
い
︑
英
宗
が
代
宗
に
軟
禁
さ
れ
た
時
に
暮
ら
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
王

翱
は
0
部
尙
書
︑
馬
昂
は
兵
部
尙
書
で
あ
り
︑
二
人
は
李
賢
の
©
友(89

)
で
あ
る
ば
か
り
か
︑
政
府
の
人
事
・
軍
事
の
責
任
者
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら

く
英
宗
が
李
賢
の
 
見
を
確
°
し
た
後
︑
奪
門
功
臣
の
肅
淸
に
乘
り
出
す
に
當
た
っ
て
︑
李
賢
ら
五
人
の
�
き
³
み
を
圖
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒

閣
臣
に
對
す
る
南
宮
賜
Ã
は
こ
の
一
囘
限
り
で
は
な
く
︑
天
順
三
年
十
一
�
︑
英
宗
が
奪
門
功
臣
に
﹁
自
首
﹂
の
命
令
を
出
し
た
後
に
も
︑

再
度
南
宮
賜
Ã
を
行
な
お
う
と
し
た
︒
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初
め
上

南
內
に
在
り
︑
其
の
幽
靜
を
悅
ぶ
︒
旣
に
復
位
し
︑
數
し
ば
幸
す
︒
因
り
て
殿
宇
を
增
置
す
︒
⁝
(中
略
)
⁝
春
è
か
く
花
開
く

每
に
︑
中
貴
に
命
じ
內
閣
儒
臣
を
陪
し
て
賞
宴
せ
し
む(90

)
︒

こ
の
と
き
は
ま
さ
し
く
石
亨
勢
力
肅
淸
の
�
#
段
階
に
當
た
り
︑
ま
た
李
賢
が
二
度
目
の
奪
門
批
�
の
 
見
を
提
出
す
る
直
A
に
當
た
る
︒
こ

れ
は
英
宗
が
李
賢
の
奪
門
功
臣
批
�
の
6
勢
に
感
謝
の
 
を
表
す
た
め
で
あ
ろ
う
︒﹃
�
英
宗
實
錄
﹄
の
後
�
に
は
Ã
宴
の
記
事
は
な
い
が
︑

先
に
引
用
し
た
彭
時
の
記
事
の
す
ぐ
續
き
に
︑

是
の
秋
︑
怨
た
に
行
殿
一
<
を
作
る
︑
⁝
(中
略
)⁝
︒
旣
に
工
を
畢
わ
り
︑
乃
ち
學
士
李
賢
・
呂
原
洎
び
時
に
命
じ
て
�
觀
せ
し
む
︑
命

を
T
け
行
を
領
す
る
者
︑
太
監
裴
當
な
り
︒
宴
畢
わ
り
乃
ち
囘
る
︑
時

謹
ん
で
此
に
記
し
︑
上
の
恩
德
を
忘
れ
ざ
る
を
庶ね

が

う
と
云
う(91

)
︒

と
あ
る
︒
恐
ら
く
彭
時
が
い
う
﹁
怨
た
に
行
殿
一
<
を
作
る
﹂
は
﹃
實
錄
﹄
の
﹁
殿
宇
を
增
置
す
﹂
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
閣
臣
た
ち
が
宮
殿

落
成
以
後
に
確
か
に
賜
Ã
を
T
け
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
方
の
李
賢
も
こ
の
よ
う
な
禮
ã
を
T
け
︑
十
二
�
に
再
度
︑
奪
門
功
臣
に
與
し
な
い
態
度
を
表
�
し
た
の
で
︑
石
亨
本
人
も
含
む
勢
力
の

肅
淸
は
促
'
さ
れ
た
︒
南
宮
賜
Ã
は
奪
門
功
臣
の
肅
淸
と
深
い
關
係
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
賞
宴
﹂
に
預
っ
た
の
は
閣
臣
�
員
で
あ
っ
た
か
ら
︑

李
賢
だ
け
で
な
く
閣
臣
彭
時
・
呂
原
も
︑
英
宗
の
奪
門
功
臣
勢
力
打
倒
に
參
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
三
	

閣
臣
閒
の
矛
盾
と
合
議
制
の
維
持

閣
臣
た
ち
が
皇
(
か
ら
﹁
Ã
﹂﹁
宴
﹂
を
賜
っ
た
の
は
南
城
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
李
賢
は
天
順
三
年
の
西
苑

(今
の
北
京
中
南

海
地
域
)
賜
Ã
を
記
錄
し
︑
そ
の
た
め
︑﹁
賜
Ã
西
苑
記
﹂
を
書
き
殘
し
て
い
る
︒
そ
の
冒
頭
に
は
︑

天
順
己
卯

(三
年
)
首
夏
の
吉
日
︑
上

中
貴
人
に
命
じ
︑
賢
と
0
部
尙
書
王
翱
數
人
を
引
き
西
苑
に
Ã
ば
し
む
︒
�
年
も
亦
た
之
く
の

如
し
︒
印
�
年
も
亦
た
之
く
の
如
し(92

)
︒

と
あ
る
︒
し
か
し
︑
彭
時
自
身
も
參
加
し
て
い
た
の
は
閒
�
い
な
い
︒
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己
卯
四
�
六
日
︑
旨
�
り
︑
諸
大
臣
に
西
苑
に
Ã
ぶ
を
賜
わ
る
︒
⁝
(中
略
)⁝
是
の
日
︑
宴
を
此
に
賜
わ
る
︑
羣
臣
沾
醉
し
て
歸
る
︒
臣

時
已
に
其
の
詳
を
記
す
︑
此
れ
特
だ
其
の
�
槪
の
み
と
云
う(93

)
︒

こ
こ
で
�
目
す
べ
き
は
︑
李
賢
が
彭
時
が
出
席
し
た
事
實
を
営
べ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
李
賢
が
參
加
者
の
名
を
王
翱
し
か
記
さ
な
か
っ
た

の
は
︑
自
分
と
王
翱
を
政
府
の
�
�
力
者
と
見
做
す
氣
持
ち
の
現
れ
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
彭
時
を
自
身
の
部
下
だ
と
見
下
し
た
 
識
の
た
め
に
︑

李
賢
は
わ
ざ
と
彭
時
の
名
A
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
李
賢
と
彭
時
の
關
係
は
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま

た
例
え
ば
︑
成
/
二
十
三
年

(一
四
八
七
)
の
'
士
︑
正
德
十
六
年

(一
五
二
一
)
に
世
宗
が
卽
位
し
た
後
に
南
京
禮
部
尙
書
と
な
っ
た
楊
廉
は

彭
時
と
李
賢
の
關
係
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

英
�

向
に
大
學
士
賢
を
用
て
獨
り
寵
信
せ
ら
れ
︑
數
し
ば
召
對
す
︒
賢
d
き
て
亦
た
公
に
諮
る
︑
公

正
論
を
持
し
︑
肯
え
て
詭
隨
せ
ず
︑

或
い
は
色
を
失
っ
て
爭
議
す
る
に
至
る(94

)
︒

李
賢
が
英
宗
に
信
賴
さ
れ
︑
何
度
も
召
對
を
T
け
た
と
い
う
か
ら
︑
李
賢
の
ほ
う
が
�
ら
か
に
彭
時
よ
り
立
場
は
上
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彭
時

は
李
賢
に
�
合
せ
ず
︑
自
ら
の
 
見
を
堅
持
し
た
︒
李
賢
は
召
對
か
ら
戾
る
と
︑
い
つ
も
彭
時
の
 
見
を
求
め
た
と
い
う
が
︑
こ
れ
が
し
ば
し

ば
爭
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
李
賢
が
彭
時
に
﹁
諮
﹂
し
た
の
は
︑
あ
く
ま
で
李
賢
の
自
發
�
な
行
爲
で
あ
り
︑
も
し
李
賢
の
﹁
諮
﹂
が
な
け
れ
ば
︑
彭
時
は
政
策

決
定
に
參
加
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

な
お
︑
こ
こ
で
閣
臣
各
自
の
性
格
を
見
4
し
て
は
い
け
な
い
︒
も
し
閣
臣
が
崇
高
な
政
治
理
想
あ
る
い
は
强
烈
な
野
心
を
�
く
な
ら
ば
︑
彼

が
內
閣
ひ
い
て
は
p
廷
を
自
分
の
荏
�
下
に
置
こ
う
と
す
る
 
向
も
强
く
な
る
︒
李
賢
は
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
︒
彼
が
入
閣
し
て
閒
も

な
く
︑
Ü
林
院
學
士
黃
諫
は
入
閣
の
祝
賀
に
訪
れ
た
が
︑
李
賢
は
喜
ぶ
素
振
り
を
見
せ
な
か
っ
た
︒
李
賢
は
北
宋
の
寇
準
と
王
嘉
佑
の
對
話
を

引
用
し
て
黃
諫
に
說
�
し
た
︒
寇
準
は
自
分
の
8
�
を
氣
に
し
て
王
嘉
佑
に
±
ね
た
︒
王
嘉
佑
は
︑﹁
宰
相
に
な
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
﹂
と
答

え
た
︒
續
い
て
そ
の
理
由
と
し
て
︑﹁
天
下
は
太
�
を
あ
な
た
に
�
待
す
る
で
し
ょ
う
が
︑
君
臣
關
係
は
水
魚
の
ご
と
く
で
は
な
い
の
で
︑
い
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つ
君
%
の
信
賴
を
失
い
失
脚
す
る
か
わ
か
ら
な
い
︒﹂
と
営
べ
た
︒
こ
う
し
た
典
故
を
知
る
李
賢
は
︑﹁
今
は
宰
相
は
な
い
が
︑
特
に
入
閣
者
が

內
相
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
時
局
は
こ
れ
ほ
ど
惡
く
︑
入
閣
し
て
も
何
を
し
よ
う
と
い
う
の
か
︒
喜
べ
る
わ
け
が
な
い
︒﹂
と
感
嘆
し
て
︑
入

閣
を
喜
ば
な
い(95

)
︒
こ
こ
で
李
賢
が
本
當
に
喜
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
自
ら
を
寇
準
に
な
ぞ
ら
え
る
氣
持
ち
は
あ
る
よ

う
に
見
え
る
︒
國
政
を
%
宰
す
る
�
È
を
�
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

一
方
の
彭
時
も
ま
た
强
い
性
格
の
人
物
だ
か
ら
︑
兩
者
の
衝
突
は
m
け
難
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

尹
直
は
內
閣
に
﹁
公
座
﹂
を
設
立
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
︑
李
賢
と
彭
時
・
呂
原
の
閒
に
爭
い
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
公
座
と
は
長
官
た
ち
の

座
席
で
あ
る
︒
李
賢
は
內
閣
の
中
で
六
部
衙
門
の
よ
う
に
︑
品
位
の
@
り
に

(循
品
秩
)
公
座
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
れ
に
對
し
彭
時

と
呂
原
の
二
人
は
反
對
の
態
度
を
表
�
し
た
︒
彼
ら
は
皇
(
が
內
閣
に
來
る
と
南
面
し
て
座
り
︑
北
壁
に
は
﹁
御
贊
壽
星
﹂﹃
寶
訓
﹄
が
据
え

ら
れ
る
か
ら
︑
閣
臣
た
ち
は
そ
れ
を
背
に
し
て
座
る
の
は
不
可
だ
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
︒
英
宗
が
孔
子
宴
を
下
賜
し
て
閣
中
に
置
き
こ
の

爭
論
を
P
停
し
た
が
︑
公
座
の
設
立
は
@
上
げ
に
な
り
︑
閣
臣
た
ち
は
ず
っ
と
腰
掛
け
に
座
る
結
果
と
な
っ
た(96

)
︒

李
賢
が
內
閣
の
公
座
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
動
機
は
︑
表
面
�
に
は
ほ
か
の
皇
宮
外
の
役
<
と
同
樣
に
施
設
を
完
備
す
る
た
め
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
︒
し
か
し
皇
宮
の
中
で
︑
臣
下
が
皇
(
の
よ
う
に
南
面
し
て
座
る
の
は
禮
法
に
�
反
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
彭
時
と
呂
原
は
强
硬
に
反
論
し

た
の
で
あ
っ
た
︒
公
座
設
立
に
は
ほ
か
の
動
機
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
品
位
の
@
り
に

(
循
品
秩
)
座
席
を
竝
べ
る
と
︑
李
賢
は
�

大
の
T
益
者
に
な
る
の
で
あ
る
︒
彼
の
品
位
が
�
も
高
く
︑
し
か
も
掌
�
淵
閣
事
の
ñ
書
き
を
�
す
る
か
ら
︑
�
上
位
に
座
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

李
賢
が
內
閣
の
�
高
權
力
者
だ
と
誇
示
す
る
こ
と
は
︑
彭
時
・
呂
原
の
°
め
た
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故
︑
彭
時
は
﹃
彭
�
憲
公
筆

記
﹄
の
中
で
︑
李
賢
に
對
し
﹁
好
自
�
大
﹂﹁
不
�
是
非
﹂﹁
直
行
己
志
﹂
と
否
定
�
な
8
價
を
下
し
た
の
で
あ
る(97

)
︒
彭
時
は
�
ら
か
に
こ
の
件

で
不
滿
の
氣
持
ち
を
�
い
て
い
る
︒
彭
時
・
呂
原
は
召
對
の
よ
う
な
皇
(
と
直
接
接
觸
す
る
機
會
が
少
な
か
っ
た
が
︑
公
座
の
設
置
な
ど
內
閣

內
部
の
事
柄
に
つ
い
て
は
︑
李
賢
も
必
ず
他
の
閣
臣
と
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
彭
時
は
決
し
て
李
賢
の
い
い
な
り
に
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
︑
李
賢
は
閣
內
で
思
い
@
り
に
權
力
を
振
る
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
と
き
の
英
宗
の
態
度
も
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
︒
李
賢
は
﹃
天
順
日
錄
﹄
で
英
宗
が
自
分
の
円
議
を
つ
ね
に
T
け
入
れ
る
樣
子
を
描
く
が
︑

英
宗
は
今
囘
は
李
賢
を
依
怙
贔
屓
し
な
か
っ
た
︒
こ
こ
に
は
閣
臣
の
權
力
を
互
い
に
牽
制
さ
せ
る
 
圖
が
働
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

躬
ら
政
務
を
理
め
︑
凡
そ
天
下
の
違
奏
一
一
親
決
し
︑
決
し
難
き
者
�
れ
ば
︑
必
ず
賢
を
召
し
可
否
を
商
議
す(98

)
︒

英
宗
は
原
則
と
し
て
自
ら
上
奏
�
を
處
理
し
︑
裁
決
が
難
し
い
場
合
に
︑
李
賢
を
呼
び
寄
せ
て
相
談
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
英
宗
の
親
政

へ
の
志
向
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

上
言
う
︑
ò

一
日
の
閒
︑
五
鼓
に
初
め
て
�
き
︑
天
を
拜
し
︑
或
い
は
足
疾
に
て
�
つ
能
わ
ず
と
雖
も
︑
亦
た
之
れ
を
跪
拜
す
︒
拜
し

畢
わ
り
︑
司
禮
監
の
奏
本
一
一
自
ら
看
︐
�
に
p
し
て
拜
禮
を
行
う
︑
八
�
皆
な
然
り
︒
出
づ
れ
ば
則
ち
視
p
し
︑
d
去
し
て
母
后
に
p

し
畢
わ
れ
ば
︑
復
た
政
務
に
親
し
む
︒(99

)

こ
れ
も
皇
(
の
親
政
と
勤
政
の
 
志
を
表
し
て
い
る
︒
正
瓜
�
の
三
楊
ま
た
は
王
振
に
國
政
を
代
理
さ
せ
る
少
年
天
子
の
6
が
な
く
な
り
︑
天

順
�
の
英
宗
は
#
始
こ
の
6
勢
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
も
し
李
賢
が
內
閣
で
唯
一
の
�
高
權
力
者
と
し
て
振
る
舞
え
ば
︑
李
賢
の
權

勢
は
︑
皇
(
權
力
の
脅
威
に
な
り
か
ね
な
い
︒
英
宗
は
こ
う
し
た
事
態
を
�
待
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

本
稿
は
閣
臣
と
皇
(
・
奪
門
功
臣
の
政
治
�
關
係
を
%
軸
に
し
て
︑
內
閣
の
人
事
變
動
・
政
治
鬭
爭
お
よ
び
閣
臣
閒
の
相
互
關
係
な
ど
多
方

面
の
考
察
か
ら
︑
從
來
の
硏
究
成
果
と
は
衣
な
る
天
順
�
內
閣
政
治
の
6
を
描
き
出
し
た
︒
英
宗
の
復
辟
以
後
︑
閣
臣
の
人
事
は
奪
門
功
臣
の

勢
力
の
荏
�
下
に
あ
っ
た
が
︑
閣
臣
た
ち
は
#
始
そ
れ
に
對
抗
す
る
6
勢
を
維
持
し
て
い
た
︒
結
果
と
し
て
︑
怨
た
に
任
命
さ
れ
た
閣
臣
た
ち

は
f
々
と
失
脚
し
た
︒
そ
の
後
︑
英
宗
は
奪
門
功
臣
に
よ
る
閣
臣
推
薦
の
拒
否
を
試
み
始
め
︑
英
宗
と
奪
門
功
臣
の
閒
で
︑
誰
を
入
閣
さ
せ
る

か
を
め
ぐ
っ
て
綱
引
き
が
行
わ
れ
た
が
︑
英
宗
は
こ
れ
ら
の
閣
臣
の
籠
絡
に
成
功
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑
英
宗
が
奪
門
功
臣
の
肅

淸
を
仕
掛
け
た
と
き
︑
李
賢
を
中
心
と
す
る
閣
臣
た
ち
は
︑
奪
門
功
臣
と
敵
對
す
る
態
度
表
�
と
肅
淸
へ
の
參
加
を
@
じ
て
︑
初
め
て
政
治
�
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擡
頭
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
︒

英
宗
は
奪
門
功
臣
の
勢
力
を
肅
淸
す
る
2
3
で
︑
閣
臣
た
ち
の
力
を
借
り
て
彼
ら
に
對
抗
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
英
宗
は
李
賢
・
彭
時
・
呂

原
ら
の
荏
持
を
得
て
︑
つ
い
に
奪
門
功
臣
の
勢
力
を
園
底
�
に
瓦
解
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒
閣
臣
た
ち
の
行
動
が
大
き
な
貢
獻
を
し
た
こ
と
を

見
4
し
て
は
な
ら
な
い
︒

石
亨
・
曹
吉
祥
ら
は
皇
(
復
辟
と
い
う
不
安
定
な
政
治
狀
態

(ま
た
土
木
の
變
お
よ
び
エ
セ
ン
の
北
京
'
出
な
ど
の
餘
波
も
存
在
し
た
)
を
利
用
し
︑

專
權
を
實
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
彼
ら
の
權
力
の
源
泉
は
政
變
と
軍
功
で
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
中
央
政
府
へ
の
干
涉
は
傳
瓜
や
制
度
上
の
保
障

を
備
え
て
は
い
な
か
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
閣
臣
た
ち
は
�
初
︑
左
�
・
免
職
・
入
獄
・
È
傷
な
ど
の
犧
牲
を
拂
う
こ
と
を
免
れ
な
か
っ

た
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
英
宗
が
閣
臣
と
り
わ
け
李
賢
に
信
賴
を
寄
せ
た
た
め
に
︑
李
賢
は
中
央
政
治
に
お
い
て
活


し
︑
口
頭
・
書
面
形
式
で

の
英
宗
へ
の
'
言
で
︑
大
き
な
影
$
力
を
振
る
う
こ
と
が
で
き
た
︒
奪
門
功
臣
の
掣
肘
が
な
く
な
っ
て
以
後
︑
內
閣
專
權
の
狀
態
に
9
づ
い
て

い
っ
た
が
︑
そ
れ
は
英
宗
が
許
し
た
範
圍
內
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

ま
た
天
順
�
に
は
內
閣
內
部
に
お
い
て
も
變
動
が
�
こ
っ
た
︒
そ
れ
は
大
體
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
︒
第
一
�
は
復
辟
直
後
で
あ
り
︑

徐
�
貞
と
李
賢
が
內
閣
を
%
7
し
︑
許
彬
と
薛
瑄
は
補
佐
役
を
務
め
た
時
�
で
あ
る
︒
第
二
�
は
岳
正
の
短
い
在
閣
時
�
で
あ
り
︑
岳
正
・
呂

原
・
李
賢
が
互
い
に
干
涉
せ
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
獨
自
に
行
動
し
た
點
に
特
ô
が
あ
る
︒
第
三
�
は
岳
正
が
出
閣
し
︑
彭
時
が
入
閣
し
て
か
ら
の
時

�
で
あ
る
︒
內
閣
の
%
7
權
は
李
賢
の
元
に
集
中
さ
れ
︑
彭
時
と
呂
原
は
李
賢
を
押
し
の
け
て
直
接
政
治
決
定
に
參
加
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
︑
第
一
�
と
第
二
�
は
長
く
存
續
し
な
か
っ
た
の
で
︑
第
三
�
が
天
順
�
內
閣
の
%
!
な
樣
式
だ
と
言
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
李
賢

と
英
宗
の
接
觸
に
大
部
分
の
時
閒
が
費
や
さ
れ
︑
他
の
閣
臣
に
皇
(
と
の
接
觸
の
機
會
は
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
皇
(
へ
の
影
$
力
は
李
賢
に
Í
く

�
ば
ず
︑
彭
時
・
呂
原
の
政
策
決
定
へ
の
參
加
は
%
に
內
閣
に
お
い
て
の
議
論
に
限
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
李
賢
は
內
閣
を

自
分
の
荏
�
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
他
の
閣
臣
を
從
屬
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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一
方
︑
も
し
李
賢
が
自
ら
の
 
志
を
押
し
@
そ
う
と
す
る
と
︑
彭
時
・
呂
原
の
不
滿
と
反
發
を
招
く
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
李
賢
は
こ
う

し
た
場
合
に
は
英
宗
か
ら
の
荏
持
も
�
待
で
き
な
い
︒
英
宗
は
內
閣
の
一
層
の
﹁
專
權
﹂
に
は
抑
制
�
な
6
勢
を
取
っ
た
し
︑
そ
の
た
め
に
は
︑

閣
臣
た
ち
の
合
議
制
を
維
持
す
る
の
が
一
番
理
想
�
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
天
順
初
�
の
政
治
�
不
安
定
が
收
束
し
た
後
︑
內
閣
で
は
�
#
�
に
李
賢
を
中
心
と
す
る
合
議
體
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
强
P
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
天
順
�
の
ど
の
段
階
に
か
か
わ
ら
ず
︑
閣
臣
閒
の
い
わ
ゆ
る
﹁
序
列
/
﹂
あ
る
い
は
上

下
・
從
屬
關
係
は
︑
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
山
本
隆
義
氏
が
%
張
し
た
閣
臣
閒
の
序
列
/
は
存
在
せ
ず
︑
絕
對
�
な
權

力
を
握
る
﹁
首
輔
﹂
も
出
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
譚
天
星
氏
が
営
べ
た
よ
う
な
﹁
李
賢
內
閣
﹂
も
成
立
し
て
い
な
い
︒

李
賢
そ
の
人
は
奪
門
功
臣
肅
淸
の
2
3
を
@
じ
て
︑
英
宗
の
信
賴
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
︑
內
閣
の
%
7
權
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
閣
臣
た
ち
は
李
賢
を
內
閣
の
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
こ
と
を
T
け
入
れ
ず
︑
英
宗
も
彭
時
ら
を
無
視
し
て
ま
で
︑
李
賢
を

荏
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
︑
結
局
︑
李
賢
は
內
閣
で
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
現
實
に
は
つ
ね
に
︑

彭
時
・
呂
原
ら
と
 
協
を
圖
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

天
順
�
の
內
閣
と
は
︑
依
然
と
し
て
閣
臣
た
ち
が
互
い
に
從
屬
し
な
い
合
議
式
の
中
央
機
ö
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
以
A
の
時
�
と
本
質
�

に
相
�
は
な
い
︒
李
賢
を
は
じ
め
と
す
る
內
閣
の
指
7
力
も
︑
他
の
閣
臣
や
大
臣
た
ち
と
の
政
治
�
-
涉
や
 
協
・
對
抗
の
2
3
を
經
て
︑
絕

え
ず
合
 
形
成
を
÷
い
な
が
ら
實
現
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
は
筆
者
な
り
に
﹁
動
態
�
﹂
な
手
法
を
︑
�
代
內
閣
政
治
�
の
硏

究
に
Ë
用
し
た
試
み
で
あ
る
︒
今
後
と
も
こ
う
し
た
硏
究
手
法
を
自
覺
�
に
用
い
つ
つ
︑
摸
索
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒
讀
者
諸
氏

の
忌
憚
の
な
い
批
�
を
切
に
乞
う
f
第
で
あ
る
︒
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�(1
)

杜
乃
濟
﹃
�
代
內
閣
制
度
﹄
(臺
灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
六
七
年
)︑

王
其
榘
﹃
�
代
內
閣
制
度
�
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
九
年
)︑
譚
天

星
﹃
�
代
內
閣
政
治
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑

洪
早
淸
﹃
�
代
閣
臣
群
體
硏
究
﹄
(華
中
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇

一
二
年
)︒

(2
)

例
え
ば
︑
方
志
Í
﹁
�
代
內
閣
�
票
擬
制
度
﹂
(﹃
江
西
師
範
大
學

學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)﹄︑
一
九
八
七
年
第
四
�
)︑
楊
業
'

﹁
�
代
經
�
制
度
與
內
閣
﹂
(﹃
故
宮
ù
物
院
院
刊
﹄︑
一
九
九
〇
年
第

二
�
)︑
劉
曉
東
﹁
監
閣
共
理
與
相
權
Ã
移

︱
︱
�
代
監
閣
體
制

探
頤
︱
︱
﹂
(﹃
東
北
師
範
大
學
學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)﹄︑
一

九
九
八
年
第
四
�
)︑
祝
總
斌
﹁
試
論
�
代
內
閣
制
度
�
非
宰
相
性

質
﹂
(﹃
�
�
﹄︑
二
〇
〇
二
年
第
三
輯
)
な
ど
︒
硏
究
�
獻
の
網
羅

�
な
紹
介
に
つ
い
て
は
︑
田
澍
﹁
八
十
年
代
以
來
�
代
政
治
中
樞
模

式
硏
究
営
8
﹂
(﹃
政
治
學
硏
究
﹄
二
〇
〇
五
年
第
一
�
)︑
南
炳
�

﹃
輝
煌
︑
曲
折
與
ú
示

︱
︱
二
〇
世
紀
中
國
�
�
硏
究
囘
�

︱
︱
﹄

(天
津
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)︑
孫
熙
隆
﹁
û
徊
與
思
考
：
中

國
9
三
十
年
來
�
代
內
閣
硏
究
8
営
﹂
(﹃
中
國
�
硏
究
動
態
﹄︑
二

〇
一
四
年
第
二
�
)
に
讓
る
︒
一
方
︑
日
本
の
硏
究
成
果
の
數
は
中

國
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
︑
山
本
隆
義
﹁
�
代
の
內
閣
﹂
(﹃
中
國
政
治

制
度
の
硏
究

︱
︱
內
閣
制
度
の
�
源
と
發
展
︱
︱
﹄
東
洋
�
硏
究

會
︑
一
九
六
八
年
︑
第
十
三
違
)︑
谷
井
俊
仁
﹁
改
票
考
﹂
(﹃
�
林
﹄

第
七
三
卷
第
五
號
︑
一
九
九
〇
年
)︑
阪
倉
篤
秀
﹁
成
/
�
に
お
け

る
0
部
權
限
縮
小
論

︱
︱
0
部
と
內
閣
︱
︱
﹂
(﹃
�
王
p
中
央
瓜

治
機
ö
の
硏
究
﹄
ý
古
書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
本
[
第
四
違
)︑
高

橋
亨
﹁
�
代
內
閣
職
掌
形
成
2
3
の
硏
究

︱
︱
經
�
制
度
の
成
立

を
分
析
の
焦
點
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
�
林
﹄
第
九
五
卷
第
三
號
︑
二

〇
一
二
年
)
︑
城
地
孝
﹃
長
城
と
北
京
の
p
政

︱
︱
�
代
內
閣
政

治
の
展
開
と
變
容
︱
︱
﹄
(
京
都
大
學
學
þ
出
版
會
︑
二
〇
一
二

年
)
な
ど
優
れ
た
成
果
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒

(3
)

田
澍
﹁
八
十
年
代
以
來
�
代
政
治
中
樞
模
式
硏
究
営
8
﹂﹃
政
治

學
硏
究
﹄
︑
一
〇
六
頁
︒

(4
)

孫
熙
隆
﹁
û
徊
與
思
考
：
中
國
9
三
十
年
來
�
代
內
閣
硏
究
8

営
﹂﹃
中
國
�
硏
究
動
態
﹄︑
三
六
頁
︒

(5
)

吳
緝
華
﹃
�
代
制
度
�
論
叢
﹄
(
臺
灣
學
生
書
局
︑
一
九
七
一
年
)︑

四
頁
︒

(6
)

阪
倉
篤
秀
﹃
�
王
p
中
央
瓜
治
機
ö
の
硏
究
﹄
︑
四
頁
︒

(7
)

�

(2
)
に
紹
介
し
た
阪
倉
氏
・
城
地
氏
の
硏
究
︒

(8
)

洪
早
淸
﹃
�
代
閣
臣
群
體
硏
究
﹄︑
二
〇
四

−

二
〇
九
頁
︒

(9
)

例
え
ば
︑
甘
懷
眞
﹃
皇
權
︑
禮
儀
與
經
典
�
釋
：
中
國
古
代
政
治

�
硏
究
﹄
(
喜
瑪
拉
�
硏
究
發
展
基
金
會
︑
二
〇
〇
三
年
)
五
一
一

−

五
二
四
頁
︑﹁
皇
(
制
度
是
否
爲
專
制
？
﹂
を
參
照
︒

(10
)

山
本
隆
義
﹃
中
國
政
治
制
度
の
硏
究
﹄︑
四
八
四

−

四
八
六
頁
︒

(11
)

譚
天
星
﹃
�
代
內
閣
政
治
﹄
︑
九
五
頁
︒

(12
)

王
其
榘
﹃
�
代
內
閣
制
度
�
﹄
︑
一
〇
四

−

一
二
〇
頁
︒

(13
)

『
�
憲
宗
實
錄
﹄
(中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
<
︑
一
九
六
二

年
)
成
/
二
年
十
二
�
甲
寅
條
︑
�
び
3
敏
政
﹁
光
祿
大
夫
Y
國
少
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保
0
部
尙
書
*
華
蓋
殿
大
學
士
贈
特
'
光
祿
大
夫
左
Y
國
太
師
諡
�

;
李
公
行
狀
﹂
(以
下
︑﹁
李
公
行
狀
﹂
と
略
す
︒﹃
篁
墩
�
集
﹄
臺

灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
八
三
年
︑
卷
四
十
に
收
錄
)
を
參
照
︒

(14
)

『四
庫
�
書
總
目
提
!
﹄
(臺
灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
六
八
年
)
卷

一
百
七
十
集
部
二
十
三
︒

(15
)

暴
鴻
昌
﹁
李
賢
與
天
順
政
局

︱
︱
*
論
李
賢
�
理
學
�
經
世
思

想
︱
︱
﹂
(﹃
求
是
學
刊
﹄︑
一
九
九
七
年
第
六
�
)︒

(16
)

龐
乃
�
﹁
李
賢
與
�
p
天
順
初
年
�
政
局
﹂﹃
信
陽
師
範
學
院
學

報

(哲
學
社
會
科
學
版
)﹄
第
一
九
卷
第
四
�
︑
一
九
九
九
年
︒
高

會
霞
﹁
試
論
李
賢
�
其
經
世
之
行
﹂﹃
瀋
陽
大
學
學
報
﹄
第
二
三
卷

第
四
�
︑
二
〇
一
一
年
︒
孫
志
o
﹁
試
論
李
賢
在
天
順
p
�
施
政
成

就
�
其
局
限
性
﹂﹃
牡
丹
江
大
學
學
報
﹄
第
二
一
卷
第
六
�
︑
二
〇

一
二
年
︒

(17
)

王
鏊
﹃
震
澤
紀
聞
﹄
(﹃
王
鏊
集
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
三

年
に
收
錄
)
卷
上
︑
李
賢
︑﹁
國
p
自
﹁
三
楊
﹂
後
︑
相
業
無
如
賢

者
︒
其
得
君
�
久
︑
亦
能
展
布
才
t
︒﹂

(18
)

『
�
�
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
七
四
年
)
卷
一
百
七
十
六
︑
李
賢
︑

﹁
自
三
楊
以
來
︑
得
君
無
如
賢
者
︒﹂

(19
)

王
鏊
﹃
震
澤
紀
聞
﹄
卷
上
︑
李
賢
︑﹁
然
在
當
時
︑
以
賄
聞
︑
亦

頗
恣
橫
︒﹂

(20
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
(沈
	
甫
﹃
紀
錄
彙
[
﹄
北
京
�
國
圖

書
館
�
獻
縮
ä
複
製
中
心
︑
一
九
九
四
年
に
收
錄
)︑﹁
蓋
李
爲
人
︑

好
自
�
大
︑
�
�
不
�
是
非
︑
直
行
己
志
如
此
︒﹂

(21
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
(中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
<
︑
一
九
六
二

年
)
卷
二
百
七
十
四
︑
天
順
元
年
正
�
壬
午
條
︒

(22
)

『
�
�
﹄
卷
一
百
八
十
︑
張
寧
︑﹁
(
疾
不
能
從
︑
而
﹁
奪
門
﹂
之

變
作
︒﹂

(23
)

尹
直
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
(學
生
書
局
︑
一
九
六
九
年
)
卷
二
︑﹁
英

�
復
辟
之
初
︑
凡
與
擁
戴
者
皆
得
陞
職
︑
謂
之
奪
門
功
f
︒﹂

(24
)

『
復
辟
錄
﹄
(沈
	
甫
﹃
紀
錄
彙
[
﹄
北
京
�
國
圖
書
館
�
獻
縮
ä

複
製
中
心
︑
一
九
九
四
年
に
收
錄
)
︑
﹁
自
是
求
�
無
虛
日
︑
冒
報
功

f
陞
六
千
餘
人
︒
﹂

(25
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
四
︑
天
順
元
年
正
�
丁
亥
條
︒

(26
)

王
鏊
﹃
震
澤
紀
聞
﹄
卷
上
︑
胡
濙
︑﹁
時
王
�
威
權
赫
奕
︑
忤
之

者
必
死
︒﹂

(27
)

雷
禮
﹃
國
p
列
卿
記
﹄
(
�
海
出
版
社
︑
�
萬
曆
閒
刊
本
︑
一
九

八
八
年
)
卷
四
十
︑
﹁
都
御
�
王
�
首
言
當
立
︑
大
學
士
陳
循
等
皆

唯
唯
︑
濙
畏
勢
不
能
力
爭
︒﹂

(28
)

皇
太
子
改
易
の
2
3
︑
閣
臣
の
行
動
お
よ
び
後
の
自
己
辯
護
に
つ

い
て
︑
詳
し
く
は
任
円
敏
﹁
“
父
�
天
下
傳
之
子
”
：
景
泰
三
年
易
�

之
議
�
其
政
治
影
$
﹂
(﹃
中
國
�
/
硏
究
<
學
報
﹄
六
二
號
︑
二
〇

一
六
年
)
︑
一
二
四

−

一
三
三
頁
を
參
照
︒

(29
)

『廢
(
郕
戾
王
附
錄
﹄
(﹃
�
英
宗
實
錄
﹄
に
收
錄
︑
以
下
︑
﹃
�
代

宗
附
錄
﹄
と
略
す
)
第
三
十
三
︑
景
泰
三
年
夏
四
�
甲
子
朔
條
︒

(30
)

『
�
代
宗
附
錄
﹄
第
十
三
︑
景
泰
元
年
八
�
癸
未
條
︑
﹁
王
直
・
胡

濙
卽
將
實
�
具
聞
︒
直
等
奏
︑
帖
實
工
部
尙
書
*
Ü
林
院
學
士
高
榖

處
接
來
︑
備
載
�
肅
宗
�
接
上
皇
故
事
︑
正
今
日
可
效
之
良
規
︒
⁝

(
中
略
)⁝
凡
此
數
者
︑
視
舊
定
禮
儀
加
重
︒
﹂

(31
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
四
︑
天
順
元
年
正
�
壬
午
條
︒

(32
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
四
︑
天
順
元
年
正
�
甲
申
條
︒
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(33
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
五
︑
天
順
元
年
二
�
癸
卯
條
︒

(34
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
︑﹃
景
印
�
淵
閣
四
庫

�
書
﹄
第
一
二
四
四
册
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
八
五
年
に
收
錄
)︑

﹁
石
亨
聞
之
︑
密
謂
賢
曰
︑
�
子
入
閣
︒
賢
卽
固
辭
曰
︑
不
可
︒﹂

(35
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
賢
亦
爲
衆
論
<

推
入
閣
︒﹂

(36
)

尹
直
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
卷
二
︑﹁
公
時
亦
以
張
賜
薦
入
內
閣
︑
⁝

(後
略
)
⁝
﹂
張
賜
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
︑
鄧
士
龍
﹃
國
p
典

故
﹄
(北
京
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
)
卷
五
十
四
︑﹃
謇
齋
瑣
綴

錄
二
・
校
勘
記
﹄
八
に
︑﹁
�
�
卷
一
二
英
宗
後
紀
︑
復
辟
錄
皆
作

﹁
張
軏
﹂︑
今
據
改
﹂
と
あ
り
︑﹁
張
賜
﹂
は
﹁
張
軏
﹂
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒

(37
)

王
瓊
﹃
雙
溪
雜
記
﹄
(景
�
刻
本
﹃
今
獻
彙
言
﹄
六
册
︑
商
務
印

書
館
︑
一
九
三
七
年
に
收
錄
)︑﹁
時
徐
�
貞
︑
李
賢
爲
吉
祥
<
引
入

閣
辦
事
︒﹂

(38
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
四
︑
天
順
元
年
正
�
癸
未
條
︒

(39
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
六
︑
天
順
元
年
三
�
癸
酉
條
︒

(40
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
八
︑
天
順
元
年
五
�
甲
子
條
︒

(41
)

湯
沐
﹃
公
餘
日
錄
﹄
(﹃
藏
說
小
萃
﹄︑
北
京
圖
書
館
古
籍
珍
本
叢

刊
八
十
三
︑
北
京
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
に
收
錄
)︑﹁
本
p

仕
宦
中
以
理
學
爲
務
者
惟
薛
�
淸
一
人
︒﹂

(42
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
初
︑
太
監
吉
祥

以
�
�
立
功
與
國
政
︑
不
@
�
墨
︑
恐
事
歸
司
禮
監
︑
以
此
極
力
贊

說
︑
凡
事
與
二
學
士
商
議
而
行
︑
 
欲
籠
絡
附
己
︒﹂

(43
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
景
泰
閒
︑
山
東

連
歲
災
傷
︒
天
順
初
︑
人
�
饑
窘
︑
已
發
內
帑
銀
三
萬
兩
賑
濟
︑
�

司
以
爲
不
�
︑
乞
增
之
︒
上
召
�
貞
與
賢
曰
︑
可
從
否
︒
賢
對
曰
︑

可
︒
⁝
(中
略
)
⁝
吉
祥
亦
曰
︑
p
廷
錢
財
如
山
︑
不
必
吝
惜
︒
�
貞

不
得
已
從
之
︑
	
增
銀
四
萬
兩
︒﹂

(44
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
九
︑
天
順
元
年
六
�
己
亥
條
︑
六

�
壬
寅
條
︒

(45
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
︑
天
順
元
年
秋
七
�
庚
午
條
︒
卷

二
百
八
十
一
︑
天
順
元
年
八
�
癸
巳
條
︒

(46
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
九
︑
天
順
元
年
六
�
己
亥
條
︑﹁
旣

執
政
︑
以
亨
�
吉
祥
貪
橫
︑
欲
正
之
︑
數
言
於
上
︒﹂

(47
)

『
�
�
﹄
卷
一
百
七
十
一
︑
徐
�
貞
︑
﹁
�
貞
旣
得
志
︑
則
思
自
衣

於
曹
・
石
︒
﹂

(48
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
八
︑
天
順
元
年
五
�
乙
酉
條
︑﹁
楊

瑄
言
︑
直
隸
府
縣
連
年
水
澇
︑
民
饑
至
于
相
食
︒
河
閒
縣
惟
一
鄉
田

在
高
阜
︑
民
種
小
麥
︑
日


收
穫
︒
而
忠
國
公
石
亨
令
火
者
至
彼
︑

立
標
爲
界
︑
悉
占
爲
己
�
︒
⁝
(中
略
)
⁝
乞
命
}
按
御
�
�
勘
︑
但

�
�
占
︑
悉
令
d
�
︒
庶

民
可
安
生
︒
違
入
︑
上
召
內
閣
臣
徐
�

貞
・
李
賢
閱
之
︒
皆
曰
︑
瑄
<
言
公
正
︑
不
m
權
幸
︑
宜
從
其
�
︒﹂

(49
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
九
︑
天
順
元
年
六
�
甲
午
條
︒
六

�
己
亥
條
︑﹁
謂
其
阿
附
�
貞
�
賢
%
W
御
�
云
亨
︒﹂

(50
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑
﹁
上
知
其
不
可
︑

問
賢
可
以
c
此
任
者
︑
且
曰
︑
若
耿
九
疇
何
如
︒
賢
曰
︑
陛
下
得
其

人
矣
︒
⁝
(
中
略
)⁝
	
拜
都
御
�
︒﹂

(51
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
八
︑
天
順
元
年
五
�
壬
辰
條
︑﹁
學

士
徐
�
貞
・
李
賢
・
許
彬
・
薛
瑄
言
于
上
曰
︑
紫
榎
倒
馬
�
龍
泉
谷
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關
�
時
俱
添
設
官
軍
守
備
︒
9
因
石
亨
奏
�
釋
放
︑
以
致
各
關
空
虛
︑

倉
糧
缺
軍
防
護
︒
⁝
(中
略
)⁝
上
命
兵
部
摘
神
武
・
定
州
等
衞
官
軍

千
五
百
人
分
戍
之
︒﹂

(52
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
內
閣
專
權
︑
欲

除
我
輩
︒﹂

(53
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
九
十
二
︑
天
順
二
年
六
�
辛
巳
條
︑﹁
致

仕
禮
部
左
侍
郞
*
Ü
林
院
學
士
薛
瑄
・
陝
西
布
政
司
右
參
政
許
彬
初

在
內
閣
時
︑
寫
敕
賜
晉
王
v
稱
爲
兄
王
︒
以
聞
︑
命
}
按
御
�
鞫
之
︑

論
瑄
・
彬
當


︑
上
宥
其
罪
︑
命
彬
亦
致
仕
︒﹂

(54
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
是
日
晚
︑
雷
電

大
作
︑
雨
雹
如
�
︑
大
風
拔
木
︒
祥
之
門
老
樹
皆
折
︑
亨
之
宅
水
深

尺
餘
︒
�
日
︑
卽
赦
而
出
之
︒﹂

(55
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
︑
天
順
元
年
秋
七
�
乙
丑
︑
秋
七

�
癸
未
條
︒

(56
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
︑
天
順
元
年
秋
七
�
庚
午
條
︒

(57
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
九
︑
天
順
元
年
六
�
庚
子
條
︑
六

�
癸
卯
條
︒

(58
)

廖
`
南
﹃
殿
閣
詞
林
記
﹄
卷
十
六
︑
匡
弼
︑﹁
時
忠
國
公
石
亨
與

太
監
曹
吉
祥
怙
寵
擅
權
︒
�
投
�
名
書
指
斥
p
政
者
︑
⁝
(中
略
)⁝

亨
勸
上
出
榜
募
能
捕
吿
︑
賞
以
三
品
職
︒
上
令
內
閣
m
榜
格
︒
岳
正

與
呂
原
見
上
曰
︑
爲
政
自
�
體
︑
盜
¼
責
兵
部
︑
姦
宄
責
法
司
︑
豈

�
天
子
自
出
榜
½
募
之
理
︒
⁝
(後
略
)⁝
﹂

(59
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
︑
天
順
元
年
秋
七
�
辛
未
條
︑﹁
初
︑

正
言
於
上
曰
︑
石
亨
・
吉
祥
等
恃
寵
驕
橫
︑
恐
貽
後
患
︒
臣
�
閒
二

人
︑
W
各
懷
疑
貳
︑
去
之
�
反
掌
︒
⁝
(中
略
)⁝
且
勸
吉
祥
辭
兵
柄
︒

吉
祥
・
石
亨
因
合
謀
去
正
︒
會
承
天
門
災
︑
正
極
言
石
亨
將
爲
不
軌
︑

⁝
(中
略
)
⁝
�
徐
�
貞
繫
獄
︑
正
印
言
宜
復
用
�
貞
︑
則
天
變
可
弭
︒

吉
祥
・
石
亨
言
正
黨
附
�
貞
︒
上
命
P
正
外
任
︒﹂

(60
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
七
十
六
︑
天
順
元
年
三
�
辛
巳
條
︒
卷

二
百
七
十
九
︑
天
順
元
年
六
�
戊
申
條
︒

(61
)

崔
銑
﹃
�
臣
十
	
﹄
(﹃
洹
詞
﹄
卷
六
︑
﹃
景
印
�
淵
閣
四
庫
�
書
﹄

第
一
二
六
七
册
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
八
五
年
に
收
錄
)︑﹁
正

曰
︑
今
內
臣
武
臣
權
重
︒
上
頷
之
曰
︑
已
諭
︒
岳
公
d
吿
曹
欽
・
石

彪
︑
令
謝
兵
歸
苐
︑
不
然
上
將
�
疑
心
︒
二
凶
走
吿
太
監
吉
祥
︑
吉

祥
詣
上
垂
泣
免
冠
�
死
具
`
<
由
︒
上
曰
︑
無
之
︒
乃
召
正
責
其
漏

言
︒
⁝
(中
略
)⁝
上
不
說
︑
二
凶
	
陷
岳
公
西
戍
︒﹂

(62
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)
︑
﹁
賢
自
再
入
閣
︑

立
 
d
m
︑
必
待
宣
方
趨
侍
︒
不
然
只
在
閣
內
整
理
�
書
封
'
︑
雖

十
日
不
召
亦
不
徃
︒
﹂

(63
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
二
︑
天
順
元
年
九
�
甲
子
條
︒

(64
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
八
十
一
︑
正
瓜
十
四
年
八
�
丙
子
條
︒

﹃
�
代
宗
附
錄
﹄
第
六
︑
景
泰
元
年
閏
正
�
丁
卯
條
︒

(65
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
︑
﹁
上
御
�
華
殿
︑
召
臣
時
入
見
︑
令
9

榻
A
問
曰
︑
爾
時
正
瓜
十
三
年
狀
元
耶
︒
⁝
(中
略
)⁝
上
笑
曰
︑
正

好
用
事
︑
出
外
Æ
酒
飯
去
︒
時
叩
頭
d
︒
已
而
命
下
︑
着
�
淵
閣
辦

事
︒﹂

(66
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
︑
﹁
�
È
權
寵
者
語
人
曰
︑
我
欲
薦
彭
某

入
閣
︑
因
未
與
接
識
︑
故
未
果
︒
⁝
(中
略
)
⁝
予
對
曰
︑
承
厚
愛
︑

然
決
不
能
�
︒﹂

(67
)

『
�
�
﹄
卷
一
百
七
十
六
︑
讚
︑
﹁
閣
臣
自
三
楊
後
︑
'
d
禮
甚
輕
︒

― 36 ―
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爲
(
<
親
Ù
者
︑
唯
時
與
正
二
人
︒﹂

(68
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
︑
天
順
元
年
秋
七
�
乙
丑
條
︑
秋

七
�
辛
巳
條
︒

(69
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑﹁
凡
左
右
薦
人
︑

必
召
賢
問
其
如
何
︑
賢
以
爲
可
者
︑
卽
用
之
︑
不
應
者
︑
卽
不
用
︒﹂

(70
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
二
百
八
十
七
︑
天
順
二
年
二
�
癸
巳
條
︒

(71
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
三
︑
天
順
三
年
五
�
己
酉
條
︑﹁
上
召
內

閣
臣
李
賢
問
�
復
事
︒
賢
曰
︑
當
時
亦
�
邀
臣
與
謀
者
︑
臣
以
爲
不

可
︑
不
敢
從
︒
上
問
︑
何
爲
不
可
︒
賢
曰
︑
天
位
乃
陛
下
<
固
�
者
︑

若
景
泰
不
�
︑
�
武
百
官
表
�
陛
下
復
位
︑
何
用
如
此
勞
攘
︒
此
輩

其
實
貪
圖
富
貴
︑
非
爲
社
稷
計
︒
彼
時
若
景
泰
先
覺
︑
石
亨
輩
何
足

惜
︑
不
審
陛
下
何
以
自
解
︒
⁝
(中
略
)⁝
上
深
以
爲
然
︒﹂

(72
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
六
︑
天
順
三
年
八
�
庚
戌
朔
條
︒

(73
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
十
二
︑
天
順
四
年
二
�
癸
亥
條
︑
二
�

丁
卯
條
︒

(74
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
九
︑
天
順
三
年
十
一
�
己
亥
條
︒

(75
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
十
一
︑
天
順
四
年
春
正
�
癸
卯
條
︒

(76
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
十
︑
天
順
三
年
十
二
�
辛
亥
條
︑﹁
上
召

內
閣
臣
李
賢
論
�
�
駕
奪
門
功
︒
賢
曰
︑
�
駕
則
可
︑
奪
門
二
字
豈

可
示
後
︒
且
景
泰
不
諱
︑
陛
下
卽
當
復
位
︒
天
命
人
心
︑
無
�
不
順
︑

何
必
奪
門
︒
況
內
府
門
豈
可
言
奪
︒
言
奪
門
者
︑
徒
欲
張
大
其
功
耳
︒

⁝
(中
略
)⁝
上
深
然
之
︑
	
命
凡
�
奏
�
︑
不
用
奪
門
二
字
︒﹂

(77
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
七
)︑﹁
ã
杲
方
出
︑
斬

其
首
︑
碎
其
尸
︒
⁝
(中
略
)⁝
時
恭
順
侯
吳
瑾
・
左
都
御
�
寇
深
俱

被
殺
死
︑
予
被
傷
︒
在
0
部
︑
至
晚
大
雨
不
止
︑
聞
官
軍
圍
欽
等
於

其
宅
︑
盡
誅
之
︒﹂

(78
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
四
十
九
︑
天
順
七
年
二
�
壬
戌
條
︒

(79
)

譚
天
星
﹃
�
代
內
閣
政
治
﹄︑
四
二

−

四
三
頁
︒

(80
)

『
�
�
﹄
卷
七
十
二
︑
職
官
一
︑
﹁
掌
獻
替
可
否
︑
奉
陳
規
誨
︑
點

檢
題
奏
︑
票
擬
批
答
︑
以
�
允
庶
政
︒
﹂

(81
)

天
順
八
年
春
正
�
の
丁
巳
條
︑
庚
申
條
︑
己
丑
條
に
︑
李
賢
に
よ

る
皇
(
の
安
否
伺
い
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
他
の
大
臣
や
﹁
�
武
羣

臣
﹂
と
の
共
同
の
行
爲
だ
か
ら
︑
こ
こ
で
は
瓜
計
に
加
え
な
い
︒

(82
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)︑
﹁
賢
自
念
Ü
Ý
之

難
︑
助
�
貞
展
盡
底
蘊
︑
知
無
不
言
︒﹂

(83
)

『
�
代
宗
附
錄
﹄
第
八
十
六
︑
景
泰
七
年
秋
七
�
丙
申
條
︒

(84
)

黃
佐
﹃
Ü
林
記
﹄
(
商
務
印
書
館
︑
一
九
三
六
年
)
卷
六
︑
召
對
︑

﹁
祖
宗
以
來
︑
於
凡
燕
閒
之
際
︑
執
政
大
臣
・
左
右
9
侍
時
常
皆
得

接
見
︒
⁝
(中
略
)⁝
景
(
時
︑
壅
�
尤
甚
︒
�
英
宗
復
辟
︑
始
知
其

由
︑
乃
親
决
違
奏
︑
日
與
大
學
士
李
賢
議
之
︒
賢
據
à
殿
入
奏
︒
舊

規
每
p
d
獨
留
︑
不
待
呼
召
︑
徑
詣
上
燕
閒
入
見
︑
以
承
�
問
︒
然

同
列
彭
時
・
吕
原
恒
不
得
與
焉
︒﹂

(85
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
六
)
︑﹁
凡
�
發
下
裁
斷
︑

賢
等
一
出
至
公
︒
上
知
其
無
私
︑
委
任
益
隆
︒
凡
事
不
肯
輕
易
卽
出
︑

必
召
問
其
可
否
︑
或
N
中
官
來
問
︑
務
得
其
當
然
後
行
︒﹂

(86
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄︑﹁
予
謂
李
公
曰
︑
此
事
A
<
未
�
︑
宜

�
恩
典
�
人
︒
⁝
(中
略
)
⁝
李
公
喜
曰
︑
是
︒
卽
擬
仁
政
數
條
'
G
︑

上
大
悅
︑
命
卽
行
之
︒
⁝
(
中
略
)
⁝
上
御
�
華
殿
︑
召
時
等
三
人
9

A
︑
賜
銀
兩
表
裏
�
差
︒﹂

(87
)

尹
直
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
卷
二
︑
﹁
予
私
與
彭
純
`
先
生
言
︑
<
奪
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者
何
門
︑
禁
門
豈
可
奪
︑
當
時
景
(
果
薨
︑
羣
臣
萬
姓
不
能
擁
戴
上

皇
以
復
寳
位
︑
何
煩
用
兵
蹀
血
於
禁
�
︒
况
當
日
景
(
已
擬
力
疾
出

視
p
︑
若
南
宮
出
稱
j
︑
亊
卽
不
成
︑
不
知
石
亨
軰
置
上
皇
於
何
地
︒

⁝
(中
略
)⁝
而
今
乃
以
奪
門
爲
功
︑
果
何
謂
�
︒
彭
先
生
閒
言
於
李

公
元
德
︒
⁝
(中
略
)⁝
上
頓
悟
︑
卽
加
駅
絕
︒﹂

(88
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄︑﹁
七
�
︑
賜
尙
書
王
翱
・
馬
昂
幷
內
閣

學
士
三
人
Ã
南
城
︑
中
�
宮
殿
樓
閣
十
餘
<
︑
皆
宣
�
與
上
Ã
幸
之

處
也
︒﹂

(89
)

『
�
�
﹄
卷
一
百
七
十
六
︑
李
賢
︑﹁
時
勸
(
�
見
大
臣
︑
�
<
薦
︑

必
先
與
0
兵
二
部
論
定
之
︒
�
入
對
︑
(
訪
�
臣
︑
�
問
王
翶
︒
武

臣
︑
�
問
馬
昂
︑
兩
人
相
左
右
︒
故
言
無
不
行
︑
而
人
不
病
其
專
︒﹂

(90
)

『
�
英
宗
實
錄
﹄
卷
三
百
九
︑
天
順
三
年
十
一
�
庚
子
條
︑﹁
初
上

在
南
內
︑
悅
其
幽
靜
︒
旣
復
位
︑
數
幸
焉
︒
因
增
置
殿
宇
︒
⁝
(中

略
)⁝
每
春
è
花
開
︑
命
中
貴
陪
內
閣
儒
臣
賞
宴
︒﹂

(91
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄︑﹁
是
秋
︑
怨
作
行
殿
一
<
︑
⁝
(中
略
)

⁝
︒
旣
畢
工
︑
乃
命
學
士
李
賢
・
呂
原
洎
時
�
觀
焉
︑
T
命
領
行
者
︑

太
監
裴
當
也
︒
宴
畢
乃
囘
︑
時
謹
記
於
此
︑
庶
不
忘
上
恩
德
云
︒﹂

(92
)

李
賢
﹁
賜
Ã
西
苑
記
﹂
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
五
)︑﹁
天
順
己
卯
首
夏
吉

日
︑
上
命
中
貴
人
引
賢
與
0
部
尙
書
王
翱
數
人
Ã
西
苑
︒
�
年
亦
如

之
︒
印
�
年
亦
如
之
︒﹂

(93
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄︑﹁
己
卯
四
�
六
日
︑
�
旨
︑
賜
諸
大
臣

Ã
西
苑
︒
⁝
(中
略
)⁝
是
日
︑
賜
宴
於
此
︑
羣
臣
霑
醉
而
歸
︒
臣
時

已
記
其
詳
︑
此
特
其
�
槪
云
︒﹂

(94
)

楊
廉
﹃
琬
琰
錄
﹄
(陶
珽
﹃
說
郛
續
﹄
卷
第
八
)︑﹁
英
�
向
用
大

學
士
賢
獨
見
寵
信
︑
數
召
對
︒
賢
d
亦
諮
公
︑
公
持
正
論
︑
不
肯
詭

隨
︑
或
至
失
色
爭
議
︒﹂

(95
)

李
賢
﹁
雜
錄
﹂
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
三
十
)
︑﹁
天
順
初
︑
眾
論
薦
予
入

內
閣
︒
Ü
林
黃
諫
卽
來
見
予
︑
曰
︑
恭
喜
先
生
入
閣
︒
予
曰
︑
此
何

喜
也
︒
諫
曰
︑
何
謂
不
喜
乎
︒
予
曰
︑
昔
寇
準
問
王
嘉
佑
︑
外
議
如

何
︒
對
曰
︑
丈
人
早
晚
入
相
︑
以
我
觀
之
︑
不
如
不
相
之
ï
也
︒
凖

曰
︑
何
如
︒
曰
︑
丈
人
È
天
下
之


︑
卽
入
相
︑
天
下
以
太
�
責
之
︑

丈
人
自
料
君
臣
寧
若
魚
之
�
水
乎
︒
凖
深
Ä
之
︑
以
爲
高
見
Í
識
︒

今
雖
無
相
︑
�
以
入
閣
爲
內
相
︑
時
事
如
此
︑
入
閣
何
爲
︒
未
見
其

可
喜
也
︒
﹂

(96
)

尹
直
﹃
謇
齋
瑣
綴
錄
﹄
卷
四
︑
﹁
天
順
閒
︑
李
�
;
公
欲
循
品
秩
設

公
座
如
部
堂
之
儀
︑
彭
・
呂
二
先
生
對
以
�
時
駕
嘗
幸
此
中
座
︑
今

尙
�
御
贊
壽
星
�
寶
訓
在
上
︑
誰
敢
背
而
坐
︒
英
�
聞
之
︑
乃
賜
孔

子
銅
宴
置
閣
中
︑
而
�
給
香
燭
︒﹂
な
お
︑
Ü
林
院
の
實
質
�
高
權
力

者
も
閣
臣
で
あ
る
か
ら
︑
閣
臣
た
ち
は
Ü
林
院
に
お
い
て
公
座
を

持
っ
て
い
た

(王
士
禛
﹃
池
北
偶
談
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
二
年
︑
卷

一
︑
談
故
一
︑
﹁
�
洪
武
十
五
年
︑
設
內
閣
大
學
士
︑
上
命
皆
於
Ü
林

院
上
任
︒
十
八
年
︑
印
命
殿
閣
大
學
士
・
左
右
春
坊
大
學
士
俱
爲
Ü

林
院
官
︑
故
院
中
設
閣
老
公
座
於
上
︑
而
掌
院
學
士
反
居
其
旁
︒﹂
)

(97
)

彭
時
﹃
彭
�
憲
公
筆
記
﹄
︑
�

(
20
)
に
同
じ
︒

(98
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
五
)
︑﹁
上
躬
理
政
務
︑

凡
天
下
違
奏
一
一
親
決
︑
�
難
決
者
︑
必
召
賢
商
議
可
否
︒﹂

(99
)

李
賢
﹃
天
順
日
錄
﹄
(﹃
古
穰
集
﹄
卷
二
十
七
)
︑﹁
上
言
︑
ò
一
日

之
閒
︑
五
鼓
初
�
︑
拜
天
︑
雖
或
足
疾
不
能
�
︑
亦
跪
拜
之
︒
拜
畢
︑

司
禮
監
奏
本
一
一
自
看
︑
p
�
行
拜
禮
︑
八
�
皆
然
︒
出
則
視
p
︑

d
去
p
母
后
畢
︑
復
親
政
務
︒﹂
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THE GRAND SECRETARY LI XIAN AND THE EVOLUTION OF

NEIGE POLITICS IN THE TIANSHUN ERA OF THE MING DYNASTY

SONG Yuhang

This paper focuses on the Neige 內閣 (the Grand Secretariat) during the

Tianshun era of the Ming dynasty and studies the evolution of Neige politics

beginning the Restoration (奪門) of Emperor Yingzong. The first section intro-

duces the life and works of Li Xian 李賢, who was one of the Grand Secretaries (閣

臣). The second section examines the changes in the personnel of Grand Secre-

tariat, mainly by observing the political ties among Emperor Yingzong, Grand

Secretaries, and Meritorious Retainers of the Restoration. The third section

analyzes and summarizes the political activities of Grand Secretaries and the

characteristics of the Neige.

Shortly after the Restoration, conflict arose between the Meritorious group and

the Grand Secretaries. Emperor Yingzong formed an alliance with the Grand

Secretaries, and through their power, he successfully purged the Meritorious

Retainers group. Although the Grand Secretaries made many sacrifices, they were

able to gain political power by declaring their anti-Meritorious Retainers position

and participating in the purge. At the same time, evolution within the Neige can

also be seen. Due to the conflict with Meritorious Retainers, by the time of the

purge, only Li Xian, Peng Shi 彭時, and Lü Yuan 呂原 remained within the Neige.

At that time, Li Xian had gained the trust of Emperor Yingzong, so he alone could

communicate with the emperor via verbal or written means at most times, and

Peng and Lü were unable to participate directly in political decision-making. Even

if the other Grand Secretaries had a chance to communicate with the emperor, their

influence was far less than that of Li Xian. Nevertheless, Li Xian could not keep the

Neige under his control, and the other Grand Secretaries would not obey him. If Li

Xian had pushed his will and ideas, he would have faced the resentment and

resistance from other Grand Secretaries. Moreover, Emperor Yingzong did not

wish to grant greater power to the Neige, so Li Xian could not rely on the emperor.

Li Xian continually strove for leadership in the Neige, in other words, he tried to

build a superior-subordinate relationship within the Neige, but he failed. In

conclusion, a superior-subordinate relationship was not formed and merely a

collegial system was maintained within the Neige.
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