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斉
周
華
（
康
煕
一
二
七
年
－
乾
隆
三
二
年
、
西
暦
一
六
九
八
年
ー
一
七
六
七
年
）
は
そ
の
晩
年
、
『
独
孤
敲
仙
伝
賛
』
な
る
一
文
を
著
し

た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
懐
ま
し
い
魂
の
自
画
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
伝
賛
』
は
、

　
　
独
孤
蹟
仙
な
る
も
の
は
、
名
は
損
、
字
は
又
損
、
号
は
践
仙
、
ま
た
忍
辱
居
士
を
号
と
す
。

と
は
じ
め
、
魯
仙
人
の
こ
と
ば
を
引
き
つ
つ
、

　
　
今
、
災
害
な
ら
び
に
至
ら
ん
と
す
る
に
、
身
は
孤
に
し
て
勢
は
孤
な
り
、
こ
れ
を
損
じ
ま
た
損
ぜ
ん
（
又
損
）
。
実
に
道
に

　
　
惇
り
倫
を
滅
し
、
邪
に
党
し
正
を
害
す
る
も
の
の
、
反
っ
て
飽
食
暖
衣
を
得
て
、
坐
し
て
妻
撃
の
楽
を
享
く
る
に
若
か
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
そ
も
そ
も
亦
天
の
爾
を
生
む
や
独
た
ら
し
め
ん
と
す
る
や
。
鳴
呼
、
蹟
仙
、
そ
れ
命
は
い
か
ん
。



斉周華とその時代（原島）

と
終
え
て
い
る
。
し
ば
ら
く
こ
の
『
伝
賛
』
と
こ
の
『
伝
賛
』
を
冒
頭
に
掲
げ
た
斉
周
華
の
文
集
『
名
山
蔵
副
本
』
に
拠
り
つ
つ
、

独
孤
破
仙
つ
ま
り
周
斉
華
の
歩
ん
だ
道
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
践
仙
は
読
書
、
山
水
を
好
み
、
忠
義
と
神
仙
浮
屠
を
好
む
、
世
に
い

う
崎
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
崎
人
で
あ
っ
た
が
故
に
「
孤
な
ら
ず
し
て
自
ら
孤
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
崎

人
の
崎
と
は
残
田
の
意
、
区
画
整
理
に
よ
り
う
ち
廃
て
ら
れ
た
田
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
半
端
も
の
、
余
計
も
の
の
意
で
あ

る
。
肢
仙
に
は
、
含
玄
子
、
逃
禅
子
、
華
陽
子
と
い
う
知
己
が
い
た
。
い
ず
れ
も
文
章
道
義
の
士
で
あ
り
、
莫
逆
の
友
で
あ
っ
た

が
、
い
ま
は
も
は
や
こ
の
世
に
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
は
橿
憧
道
士
と
い
う
浮
世
離
れ
し
た
友
が
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
こ
に
い
う
含
玄
子
、
逃
禅
子
、
華
陽
子
そ
し
て
懐
憧
道
士
は
い
ず
れ
も
斉
周
華
自
身
の
号
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
み
を
友
と
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
破
仙
の
運
命
を
嘆
い
た
魯
仙
人
も
ま
た
斉
周
華
そ
の
人
で
あ
る
。
家
族
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
践
仙
は
一
妻
一
子
、
家
口
両
人
な
れ
ど
、
却
っ
て
始
終
両
口
の
累
す
る
所
と
な
る
。
肢
仙
曰
く
、
「
吾
も
っ
て
家
な
か
る
べ

　
　
し
」
。
遂
に
こ
れ
を
棄
て
て
去
る
。

こ
の
『
伝
賛
』
に
は
野
史
氏
に
よ
る
蹟
め
い
た
も
の
が
附
さ
れ
て
い
る
。
野
史
氏
と
は
魯
至
道
、
字
は
善
変
、
号
は
仙
友
、
斉
の

即
墨
の
人
と
い
う
が
、
つ
ま
り
は
斉
周
華
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
始
め
両
口
の
為
に
、
身
は
繰
綬
に
居
る
。
両
口
な
る
者
は
字
な
り
。
終
に
両
口
の
為
に
、
禍
瀟
將
に
起
こ
る
。
両
口
な
る
者

　
　
は
入
な
り
。

繹
紋
と
は
罪
人
を
縛
る
縄
の
こ
と
、
つ
ま
り
は
獄
中
に
繋
が
れ
た
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
字
」
の
た
め
に
起
こ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
は
三
四
歳
の
と
き
、
『
救
呂
晩
村
先
生
惇
逆
兇
桿
疏
』
を
著
し
、
筆
禍
事
件
を
お
こ
し
て
獄
中
に
繋
が

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
が
、
両
口
の
ひ
と
つ
は
「
字
」
、
か
れ
の
文
章
を
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
瀟
將
と
は
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身
辺
の
こ
と
、
禍
が
身
辺
に
起
こ
っ
た
と
は
、
斉
周
華
が
か
れ
の
一
族
に
よ
り
迫
害
を
受
け
た
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
「
人
」
と

は
か
れ
の
家
族
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
か
れ
の
偏
屈
な
性
格
の
た
め
晩
年
一
族
の
大
騒
動
を
お
こ
し
た
と
い
う
の

が
事
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
両
口
」
に
よ
る
禍
に
つ
い
て
、
斉
周
華
は
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
さ
き

　
　
そ
れ
予
曇
に
狂
愚
を
も
っ
て
、
薪
を
抱
き
て
火
を
救
い
、
も
っ
て
自
焚
を
致
す
。
今
五
嶽
を
遍
游
し
て
帰
る
。
旋
い
で
家
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
　
に
遭
い
、
疾
を
抱
き
て
山
に
居
り
、
奄
奄
と
し
て
麗
を
待
つ
。
愛
に
「
忍
辱
居
士
」
と
号
す
。
（
『
臨
海
百
歩
梁
氏
譜
序
』
）

こ
こ
で
い
う
「
自
焚
」
が
筆
禍
事
件
に
よ
る
繋
獄
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
晩
年
、
「
家
変
」
に
遭
う
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
五
獄
を
遍
游
」
し
て
い
た
。
こ
の
遍
游
は
、
斉
周
華
の
「
碕
人
」
と
し
て
の
人
と
な
り
を
作

り
あ
げ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
斉
周
華
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
な
ら
ば
、
か
れ
は
丙
辰
の
年
、
三
九
歳
の
と
き
に
出
獄
し
た
。
そ
し
て
、

　
　
予
丙
辰
（
乾
隆
元
年
、
西
暦
一
七
三
六
年
）
よ
り
後
、
南
の
か
た
普
陀
に
遜
し
、
騎
に
在
り
て
は
波
雲
、
飛
雲
に
遜
し
、
呉
に

　
　
在
り
て
は
金
山
、
茅
山
に
趣
し
、
楚
に
在
り
て
は
衡
嶽
、
武
当
に
趣
し
、
豫
に
在
り
て
は
嵩
に
趣
す
。
去
年
は
秦
を
過
り

　
　
て
太
白
、
終
南
に
遜
す
。
今
游
を
華
嶽
に
息
む
と
錐
ど
も
、
未
だ
明
年
又
何
れ
の
処
に
遜
す
る
か
を
知
ら
ず
。
（
『
遜
渓
山
房

　
　
記
』
）

と
い
う
。
こ
の
間
、
斉
周
華
は
な
に
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
伝
賛
』
に
い
う
。

　
　
十
鯨
年
間
、
九
州
五
岳
、
名
山
巨
川
を
遽
游
し
、
も
っ
て
先
賢
の
遺
跡
に
及
び
、
歴
覧
緑
吊
せ
ざ
る
は
な
し
。
更
に
禺
穴
を

　
　
探
り
、
九
魏
を
訪
ね
、
梁
父
に
吟
し
、
竜
威
を
招
き
、
金
簡
を
披
き
、
玉
芝
を
轍
い
、
直
ち
に
洞
天
の
内
に
入
り
、
野
う
に

　
　
耀
景
の
嘘
に
噛
川
く
。
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と
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
道
士
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
斉
周
華
は
数
多
く
の
「
游
記
」
を
遺
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
さ
な
が
ら

道
士
と
な
っ
た
か
れ
の
姿
が
伺
い
知
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
贅
言
し
な
い
。

　
斉
周
華
は
こ
の
「
遽
游
」
の
最
後
の
十
年
ほ
ど
、
湖
北
の
武
当
山
に
い
た
。
そ
こ
に
長
子
の
式
所
が
母
の
手
紙
を
携
え
て
や
っ

て
来
た
。
「
両
先
尊
人
の
枢
の
尚
未
だ
葬
せ
ざ
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
遂
に
覚
え
ず
磁
の
鉄
を
引
く
が
如
く
日
な
ら
ず

し
て
将
に
い
か
ん
と
す
」
（
趙
元
容
『
請
仙
華
陽
子
先
生
の
天
台
に
還
る
を
送
る
の
序
』
）
ー
そ
の
よ
う
に
し
て
故
郷
の
台
州
に
帰
っ

て
い
っ
た
。
世
の
常
識
に
従
っ
た
選
択
で
あ
る
。
斉
周
華
五
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
木
星
を
自
認
し
、
「
独
り
木
は
必

ず
斧
斤
に
遭
い
て
、
然
る
後
も
っ
て
梁
、
棟
、
濫
、
柱
、
舟
、
車
、
几
、
席
の
材
と
な
る
べ
し
」
（
『
遂
初
墓
誌
銘
』
）
と
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
に
か
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
帰
郷
後
「
家
変
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
帰
郷
の
前
、
お
そ
ら
く
武
当
山
に
い
た
と
き
、
禄
存
真
人
が
「
佛
然
と
し
て
怒
り
」
か
れ
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
念
う
に
爾
疇
昔
曽
て
両
口
の
為
に
、
身
極
刑
を
受
け
ん
と
す
。
難
に
臨
み
て
筍
せ
ず
、
人
皆
爾
を
義
と
す
。
名
は
山
斗
よ
り

　
　
高
し
。
た
だ
名
口
同
く
し
て
福
を
損
じ
、
福
消
え
て
禍
来
る
。
爾
に
骨
肉
あ
り
。
実
に
こ
れ
禍
胎
た
る
は
、
ま
た
両
口
の
み
。

　
　
爾
そ
れ
危
い
か
な
。
（
『
伝
賛
』
）

と
。
こ
こ
で
は
、
帰
郷
後
起
こ
る
で
あ
ろ
う
禍
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
予
想
は
斉
周
華
自
身
以

外
に
は
知
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
禄
存
真
人
も
ま
た
斉
周
華
そ
の
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
骨
肉
に
よ
る

禍
ま
で
禄
存
真
人
に
予
想
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
で
予
想
し
て
、
斉
周
華
は
「
情
然
と
し
て
恐
れ
、
撫
然
と
し
て
哀
し

み
」
つ
つ
故
郷
の
天
台
に
帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
足
を
折
り
、
「
肢
仙
」
と
号
し
た
の
で
あ
る
。

　
故
郷
に
帰
っ
て
き
た
斉
周
華
に
は
確
か
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
辿
っ
て
き
た
軌
跡
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と
そ
の
心
血
を
文
字
と
し
て
後
世
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
伝
賛
』
に
言
う
。

　
　
肢
仙
曰
く
、
「
吾
聞
く
、
道
を
為
し
て
日
々
損
し
、
こ
れ
を
損
し
て
ま
た
損
し
、
も
っ
て
無
に
至
る
、
と
。
予
今
空
空
た
り
、

　
　
　
　
　
　
と
も
が
ら

　
　
道
に
与
し
て
徒
と
為
る
。
惟
こ
の
詩
文
は
心
血
の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
し
て
瓢
零
せ
し
む
る
に
忍
び
ず
。
将
に
名
山
に
蔵
し
、

　
　
金
石
に
鋼
ざ
さ
ん
と
す
。
恐
ら
く
は
三
年
の
後
化
し
て
碧
と
為
ら
ん
か
。
副
本
を
先
ず
彫
し
、
世
に
こ
れ
を
質
さ
ん
。
誰
か

　
　
目
あ
り
て
能
く
こ
れ
が
為
に
漱
戯
し
て
太
息
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ざ
ら
ん
や
」
。

詩
文
を
文
字
と
し
て
遺
せ
ぱ
、
そ
れ
が
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
人
び
と
を
す
す
り
泣
か
せ
、
嘆
息
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
、

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
詩
文
の
出
版
に
奔
走
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
斉
家
は
天
台
の
望
族
、
名
門
で
あ
っ
た
。
斉
周
華
が
武
当
山
か
ら
天
台
に
帰
っ
て
き
た
と
き
、
家
に
は
妻
の
朱
氏
、
妾
の
丁
氏
、

子
の
式
所
、
式
文
が
い
て
、
「
境
は
頗
る
優
裕
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
「
解
網
の
の
ち
（
出
獄
後
）
、
巨
山
（
斉
周
華
の
号
）

家
産
を
問
わ
ず
、
す
な
わ
ち
山
水
の
問
を
適
遙
す
」
（
呂
安
世
『
天
台
の
斉
巨
山
先
生
に
贈
る
の
序
』
）
　
　
し
か
も
帰
郷
後
も
奇
行
の

絶
え
な
か
っ
た
斉
周
華
が
、
詩
文
の
出
版
の
た
め
と
は
い
え
「
産
を
変
じ
て
集
を
刻
せ
ん
と
欲
し
」
た
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
詩
文

集
の
出
版
の
た
め
家
産
を
処
分
し
た
い
な
ど
と
言
い
だ
せ
ば
、
一
族
の
反
対
に
遭
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
老
妻

の
朱
氏
の
反
対
は
強
か
っ
た
。
一
族
が
反
対
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
た
だ
単
に
家
産
を
惜
し
ん
で
の
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
斉
周
華
は
文
字
の
獄
に
繋
が
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
れ
が
詩
文
集
を
出
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
一
族
に

い
か
な
る
災
厄
が
ふ
り
罹
っ
て
く
る
や
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
時
代
、
文
字
の
獄
に
よ
る
滅
族
す
ら
稀
で
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

っ
た
。
だ
が
、
斉
周
華
は
志
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
「
斯
文
の
未
だ
喪
び
ず
、
所
生
を
恭
し
む
る
こ
と
な
き
を
庶
幾
う
」
（
斉
其
匡

『
従
祖
巨
山
公
行
略
』
）
。
か
れ
に
と
っ
て
詩
文
集
の
出
版
は
生
命
を
も
っ
て
も
代
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
志
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
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れ
に
し
て
も
斉
周
華
の
と
っ
た
行
動
は
「
崎
人
」
の
範
囲
を
さ
え
越
え
て
異
常
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
資
料
も
少
な
く
、

ま
た
現
存
す
る
資
料
も
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
弁
護
の
域
を
出
な
い
の
で
信
糠
性
は
は
な
は
だ
低
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
異
常
さ
を
見

る
に
は
充
分
で
あ
る
。
清
朝
の
官
方
の
文
献
、
つ
ま
り
槽
案
に
よ
る
な
ら
ば
、
斉
周
華
の
奇
行
を
見
る
に
見
か
ね
た
の
で
あ
ろ
う
、

族
長
の
斉
長
庚
は
か
れ
の
帰
郷
後
、
「
忽
に
し
て
妻
を
逐
い
、
忽
に
し
て
子
を
呈
し
、
忽
に
し
て
戚
を
告
す
。
種
々
の
横
行
、
訓

飾
す
る
も
遵
せ
ず
。
曽
て
損
せ
ら
れ
て
族
よ
り
出
ず
」
（
故
宮
博
物
院
文
献
館
編
『
清
代
文
字
獄
案
棺
案
』
第
二
輯
「
斉
周
華
著
書
惇
逆
及

審
擬
折
」
）
と
い
う
内
容
の
文
書
を
県
衙
に
「
呈
」
し
て
い
る
。
県
知
事
の
善
導
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
「
族
よ
り
出
で
」
た
と
は

台
州
県
城
か
ら
二
十
里
あ
ま
り
離
れ
た
寄
生
草
堂
に
住
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
。
時
間
的
に
こ
の
時
か
、
あ
る
い
は
よ
り
後
の
こ
と

で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
斉
周
華
は
門
前
に
、

　
　
悪
劫
難
逃
、
早
知
不
得
其
死

　
　
斯
文
未
喪
、
庶
幾
無
恭
所
生

と
い
う
対
聯
を
掲
げ
て
い
た
と
い
う
（
斉
其
匡
『
従
祖
巨
山
公
行
略
』
）
。
こ
の
一
族
の
仕
打
ち
に
対
し
斉
周
華
は
反
撃
に
出
た
。
七

旬
（
七
〇
歳
）
の
老
妻
は
セ
ッ
ク
ス
魔
（
奇
淫
）
で
あ
り
、
夫
と
な
ら
な
か
っ
た
男
は
い
な
い
、
二
人
の
息
子
は
父
に
手
を
あ
げ
た

（
清
律
は
こ
の
よ
う
な
行
為
に
た
い
し
て
国
家
の
承
認
な
し
に
、
つ
ま
り
私
刑
で
死
刑
に
処
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
）
、
そ
し
て
、
　
一
族
こ
ぞ

っ
て
こ
の
「
淫
妻
逆
子
」
を
庇
護
し
て
い
る
と
触
れ
回
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
族
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
関
し
て
、
中
国
に
は
「
家
醜
不
伝
外
」
と
い
う
不
文
律
が
あ
る
。
だ
が
、
斉
周
華
の
「
家
変
」
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

合
は
違
っ
て
い
た
。
友
人
の
丁
治
化
に
よ
る
な
ら
ば
「
今
忽
に
し
て
奇
変
に
遇
い
、
遂
に
口
を
理
め
ざ
る
を
致
す
」
（
『
臨
海
百
歩

梁
氏
譜
序
』
へ
の
蹟
）
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
友
入
は
口
を
出
さ
ず
、
関
わ
り
を
も
た
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
礼
儀
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で
あ
る
。
そ
こ
で
、
丁
治
化
も
「
予
も
ま
た
そ
の
禍
の
瀟
將
に
起
こ
る
に
よ
り
、
曝
げ
ら
れ
て
啄
を
置
き
難
し
、
従
り
て
救
解
す

る
無
し
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
で
は
、
斉
周
華
の
宿
願
で
あ
る
詩
文
の
出
版
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
資
金
は
い
か
に
し
て
工
面
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
は
な
に
も
物
語
っ
て
い
な
い
。
た
だ
丁
治
化
に
よ
る
な
ら
ば
「
し
か

し
て
梁
氏
の
諸
君
は
そ
の
（
斉
周
華
の
）
素
行
を
信
じ
、
犬
吠
員
鳴
を
憧
せ
ず
、
特
に
来
り
て
序
を
請
う
。
真
に
古
道
を
有
つ
者

と
謂
う
べ
し
」
と
い
う
奇
特
な
人
も
い
た
こ
と
は
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
友
人
の
援
助
も
あ
っ
て
資
金
を
工
面

し
、
斉
周
華
は
文
集
の
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
の
文
集
『
名
山
蔵
副
本
』
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
序
に
は
「
乾
隆
二
十
六
年
歳
次
辛
丑
仲
春
清
明
日
、
天
台
忍
辱
居
士
斉
周
華
巨
山
甫
自
叙
於
寄

生
草
堂
、
時
年
六
十
有
四
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
一
族
に
石
も
て
追
わ
れ
、
寄
生
草
堂
に
い
た
と
き
に
書
か
れ
た
『
独
孤
践
仙
伝

賛
』
を
巻
頭
に
掲
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
伝
賛
』
は
文
集
を
、
そ
し
て
斉
周
華
の
一
生
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
文
末
に
は
「
今
、
災
害
な
ら
び
に
至
ら
ん
と
す
る
に
…
…
そ
も
そ
も
亦
天
の
爾
を
生
む
や
独

た
ら
し
め
ん
と
す
る
や
。
鳴
呼
、
践
仙
、
そ
れ
命
は
い
か
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
に
与
え
ら
れ
た
宿
命
ー
「
独
」
を
生
き
ぬ

こ
う
と
す
る
決
意
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斉
周
華
は
そ
の
運
命
を
生
き
ぬ
い
た
。
そ
れ
も
き
わ
め
て
異
様
な
か
た

ち
で
。

　
天
台
の
斉
家
で
一
般
的
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
だ
れ
を
お
い
て
も
ま
ず
斉
召
南
で
あ
ろ
う
。
清
朝
屈
指
の
学
者
で
あ
る
。

こ
と
に
輿
地
の
学
（
地
理
学
）
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
官
は
内
閣
学
士
、
礼
部
侍
郎
に
ま
で
上
り
つ
め
、
晩
年
は
黄
宗
義

と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
叢
山
書
院
を
主
宰
し
て
い
る
。
こ
の
斉
召
南
は
斉
周
華
の
堂
弟
、
本
家
の
従
弟
で
あ
っ
た
。
斉
周
華
は
若

い
こ
ろ
斉
召
南
と
も
ど
も
「
海
内
に
即
ち
天
台
の
二
斉
あ
り
」
と
言
わ
し
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
二
人
は
斉
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一
族
の
嘱
望
す
る
ホ
ー
プ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
斉
周
華
は
筆
禍
事
件
で
獄
中
の
人
と
な
り
、
出
獄
後
も
「
崎
人
」
と
な
っ
て
各
地

を
遍
歴
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
↓
方
、
斉
召
南
は
斉
周
華
が
出
獄
し
た
翌
年
、
博
学
鴻
詞
科
に
挙
げ
ら
れ
、
官
界
と
学
界
の
頂

点
を
登
り
つ
め
て
い
っ
た
。
斉
召
南
が
官
界
で
地
歩
を
か
た
め
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、
か
れ
は
斉
周
華
の
所
在
さ
え
知
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
晩
年
こ
の
二
人
は
故
郷
の
天
台
で
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
不
幸
な
再
会
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

斉
其
匡
の
『
従
祖
巨
山
公
行
略
』
に
よ
る
な
ら
ぱ
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
乾
隆
三
一
年
、
宗
伯
（
斉
召
南
）
教
を
敷
文
に
掌
り
、
假
満
ち
て
里
に
帰
る
。
公
（
斉
周
華
）
適
た
ま
母
の
命
に
応
じ
て
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
　
（
州
）
に
還
る
。
護
者
の
中
る
所
と
為
り
、
書
を
移
し
て
宗
伯
を
譲
む
る
に
「
身
は
名
教
を
肩
い
、
手
は
綱
常
を
荷
う
に
、

　
　
真
西
山
の
抗
節
の
稜
稜
た
る
こ
と
能
わ
ず
、
徒
に
揚
子
雲
の
附
声
の
曙
諾
た
る
の
み
」
を
も
っ
て
す
。
語
多
く
切
直
に
し
て

　
　
詳
ま
ず
。
漸
（
江
）
（
巡
）
撫
熊
学
鵬
、
時
に
方
に
恨
を
宗
伯
に
孕
く
、
遽
に
そ
の
書
を
繹
き
て
こ
れ
を
上
る
。
し
か
し
て
前

　
　
案
復
た
発
す
。

は
な
は
だ
曖
昧
な
文
章
で
あ
る
。
ま
ず
「
適
た
ま
…
…
台
に
還
る
」
は
「
早
に
…
…
台
に
還
り
て
居
る
」
で
あ
ろ
う
し
、
「
議
者

の
中
る
所
と
為
る
」
は
こ
の
二
人
の
確
執
が
誤
解
に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
す
る
、
子
孫
の
配
慮
に
よ
る
修
飾
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
の
二
人
は
和
解
し
え
ぬ
ほ
ど
異
な
っ
た
世
界
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
学
鵬
が
ど
の
よ
う
な
い
き
さ

つ
で
斉
周
華
の
手
紙
を
眼
に
し
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
熊
学
鵬
は
斉
召
南
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
こ
の
手
紙
を

皇
帝
の
も
と
に
送
っ
た
。
だ
が
、
熊
学
鵬
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
「
前
案
復
た
発
す
」
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
皇
帝
の
矛
先
は
斉

召
南
で
は
な
く
斉
周
華
の
方
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
手
紙
は
失
わ
れ
い
ま
は
全
文
を
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

’
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明
け
て
乾
隆
三
二
年
、
斉
周
華
は
古
希
を
迎
え
た
。
そ
の
年
の
一
〇
月
二
四
日
、
熊
学
鵬
は
天
台
県
を
訪
れ
、
倉
庫
の
資
料
を

探
し
ま
わ
っ
た
。
斉
周
華
が
「
前
案
復
た
発
す
」
消
息
を
聞
い
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
と
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
低
十

ケ
月
は
経
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
中
国
で
は
こ
の
種
の
情
報
は
き
わ
め
て
速
く
伝
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
斉
周
華

は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
熊
学
鵬
に
た
い
し
そ
の
詩
文
集
に
序
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
道
端
で
懇
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
「
前
案
」
の
『
救
呂
晩
村
先
生
惇
逆
兇
惇
疏
』
の
原
稿
『
為
呂
留
良
事
独
拝
意
見
奏
稿
』
、
妻
の
妊
淫
、
斉
軒
南
の
教
唆

に
よ
る
子
の
殴
打
を
告
発
す
る
『
呈
状
』
、
そ
し
て
斉
軒
南
の
迫
害
、
斉
召
南
の
詐
偽
を
告
発
す
る
『
摘
発
隠
好
封
事
』
を
上
呈

し
た
の
で
あ
る
。
倉
庫
ま
で
調
べ
て
資
料
を
捜
し
た
官
憲
は
そ
の
手
間
が
す
べ
て
は
ぶ
か
れ
た
。
み
ず
か
ら
一
族
道
連
れ
に
し
て

死
を
激
め
た
も
同
然
で
あ
っ
た
。
熊
学
鵬
は
た
だ
ち
に
こ
れ
ら
を
読
み
、
「
惇
逆
謬
妄
」
の
語
の
多
く
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

斉
周
華
は
か
つ
て
呂
晩
村
を
「
惇
逆
」
か
ら
救
お
う
と
し
て
獄
に
繋
が
れ
た
。
そ
し
て
い
ま
や
そ
の
「
惇
逆
」
の
廉
で
罪
に
問
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
過
か
ら
し
て
死
罪
は
免
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
熊
学
鵬
は
た
だ
ち
に
捜
査
を
開
始
し
た
。
捜
査
の
手
は
県
城
の
斉
一
族
か
ら
斉
周
華
の
寄
生
草
堂
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
う
し
て

斉
周
華
は
一
族
の
関
係
者
と
も
ど
も
杭
州
に
拘
禁
さ
れ
た
。
斉
召
南
も
訊
問
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
供
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
か
れ
（
斉
周
華
）
の
『
天
台
游
記
』
の
一
篇
と
時
文
（
八
股
文
）
数
篇
に
目
を
通
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
か
れ

は
こ
れ
ら
の
文
章
を
刊
行
し
た
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
は
文
理
と
し
て
通
じ
て
い
な
い
の
で
、
や
め
る
よ
う
に
い

い
ま
し
た
。
す
る
と
か
れ
は
わ
た
く
し
の
こ
と
を
逆
恨
み
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
か
れ
は
日
常
生
活
に
お
い
て
も
尋
常

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
道
徳
さ
え
糞
喰
え
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
し
た
。
手
当
り
次
第
嘘
を
つ
き
ま
わ
り
、
有
る
こ
と

も
無
い
こ
と
と
言
い
く
る
め
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
行
き
来
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
か
れ
が
わ
た
く
し
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を
告
発
す
る
と
の
こ
と
、
そ
れ
は
全
く
デ
ッ
チ
ア
ゲ
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
（
『
清
代
文
学
獄
棺
案
』
第
二
輯
「
斉
周
華
著
書
惇
逆

　
　
及
審
擬
折
」
）

こ
の
種
の
棺
案
に
記
さ
れ
た
供
述
の
信
慧
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
だ
が
、
社
会
の
上
層
ま
で
昇
り
つ
め
た
人
間
に
よ
る
「
崎

人
」
ー
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
人
間
に
た
い
す
る
冷
や
か
な
視
線
を
確
認
す
る
に
は
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
熊
学
鵬
は
漸
閏
総
督
の
蘇
昌
と
連
名
で
皇
帝
に
報
告
を
書
い
た
。
『
斉
周
華
著
書
惇
逆
及
審
擬
折
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

斉
周
華
の
罪
が
大
逆
に
当
た
る
旨
が
上
奏
さ
れ
た
。
大
逆
と
は
い
か
な
る
罪
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
お
よ
そ
大
逆
を
犯
す
も
の
、
但
謀
を
同
に
す
る
も
の
な
れ
ば
、
首
従
を
問
わ
ず
、
皆
凌
遅
死
に
処
す
。
正
犯
の
祖
父
、
父
、

　
　
子
、
孫
、
兄
弟
、
及
び
伯
叔
兄
弟
の
子
男
は
、
籍
の
同
異
を
限
ら
ず
、
年
の
十
六
以
上
の
も
の
は
皆
斬
、
そ
の
十
五
以
下
の

　
　
も
の
は
及
び
正
犯
の
母
、
女
、
妻
妾
、
姉
妹
、
子
の
妻
妾
は
、
功
臣
の
家
に
給
し
て
奴
と
為
す
。
正
犯
の
財
産
は
官
に
入
る
。

で
あ
っ
た
。
一
二
月
四
日
、
皇
帝
は
斉
召
南
の
召
喚
を
決
定
、
一
二
月
七
日
、
一
部
の
減
刑
を
含
む
も
の
の
大
逆
罪
の
判
決
が
下

っ
た
。
こ
う
し
て
斉
周
華
は
凌
遅
死
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
斉
召
南
は
乾
隆
の
盛
世
を
生
き
、
盛
世
の
論
理
に
従
っ
て
社
会
を
上
昇
し
て
き
た
。
そ
の
か
れ
に
と
っ
て
、
こ
の
事
件
は
さ
な

が
ら
青
天
の
霞
震
の
奇
禍
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
命
は
と
り
と
め
た
も
の
の
家
産
は
没
収
、
そ
の
た
め
か
、
帰
郷
後
響
死
し

て
い
る
。

　
斉
周
華
は
若
い
こ
ろ
筆
禍
事
件
に
よ
っ
て
「
独
」
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
か
れ
は
そ
れ
を
「
命
」
ー
宿
命
と
し
て
受
け
い
れ
た
。

そ
し
て
晩
年
、
こ
の
「
独
」
を
「
命
」
－
使
命
と
し
て
実
践
し
て
い
っ
た
。
そ
の
行
き
着
く
先
は
死
、
そ
れ
も
一
族
を
道
連
れ

に
し
た
死
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
棲
ま
し
い
「
命
」
で
あ
っ
た
。
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斉
周
華
に
こ
の
「
独
」
と
い
う
棲
ま
し
い
道
を
歩
ま
せ
た
原
因
に
つ
い
て
、
友
人
た
ち
は
「
特
り
狂
直
を
も
っ
て
罪
を
取
る
」

（
陳
薄
『
諸
公
贈
言
集
序
』
）
と
い
う
よ
う
に
か
れ
の
奇
矯
な
性
格
に
も
と
め
た
。
斉
周
華
自
身
、
「
我
、
性
は
剛
、
才
は
拙
に
し
て
、

　
　
　
　
　
た
が

物
（
世
情
）
と
杵
う
。
ま
た
劇
（
演
技
す
る
こ
と
）
に
耐
煩
せ
ず
。
高
視
闊
歩
の
概
、
徒
に
暫
を
取
る
に
足
る
」
（
『
獄
中
に
て
胞
弟
債

人
帯
裳
に
寄
せ
る
の
書
』
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
こ
と
は
自
覚
し
て
い
た
。
事
実
、
斉
周
華
を
「
独
」
に
追
い
つ
め
て
い
く

き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
筆
禍
事
件
は
、
か
れ
の
そ
の
よ
う
な
奇
矯
な
性
格
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
斉
周

華
自
身
が
み
ず
か
ら
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
行
動
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
筆
禍
事
件
は
後
述
す
る
曽
静
・
呂
留
良
案
に
発
端
を
も
つ
。
曽
静
は
「
呂
留
良
主
義
」
に
よ
っ
て
時
の
皇
帝
、
雍
正
帝
を

弾
劾
し
、
地
方
の
大
官
を
通
じ
反
乱
を
企
て
た
。
曽
静
は
皇
帝
の
為
政
者
と
し
て
の
責
任
、
そ
の
道
徳
性
、
正
統
性
を
追
及
し
た
。

杜
撰
な
告
発
で
あ
っ
た
。
曽
静
は
こ
の
反
乱
事
件
の
発
想
を
既
に
亡
き
呂
留
良
の
著
作
に
得
た
と
、
証
言
し
た
。
雍
正
帝
は
鋒
先

を
曽
静
で
は
な
く
、
そ
の
鋭
敏
な
感
覚
に
よ
っ
て
呂
留
良
に
向
け
た
。
一
方
、
皇
帝
は
曽
静
を
釈
放
し
た
。
臣
下
は
皇
帝
の
意
が

何
処
に
あ
る
の
か
、
た
だ
ち
に
推
定
し
え
た
。
そ
し
て
、
呂
留
良
を
罰
せ
よ
と
い
き
り
立
っ
た
。
い
な
、
こ
の
よ
う
に
提
案
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
に
媚
を
売
っ
た
。
呂
留
良
の
墓
を
暴
き
打
ち
首
に
せ
よ
、
そ
の
後
商
を
死
罪
、
流
罪
に
せ
よ
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
皇
帝
は
そ
の
玉
座
の
上
の
書
か
れ
て
あ
る
銘
の
通
り
「
公
明
正
大
」
の
措
置
を
と
っ
た
。
そ
し
て
全
国
の
士

人
の
こ
の
件
に
関
し
「
独
り
己
の
見
を
浮
べ
る
」
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
上
奏
せ
よ
と
命
じ
た
。
こ
う
し
て
斉
周
華
が
こ
の
事
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件
に
係
る
こ
と
と
な
る
。
雍
正
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
斉
周
華
は
皇
帝
の
趣
旨
に
そ
っ
て
『
呂
晩
村
先
生
を
惇
逆
兇
桿
よ
り
救

う
の
疏
』
を
著
し
た
。

　
こ
の
『
疏
』
は
た
い
へ
ん
正
統
的
な
立
場
に
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
斉
周
華
は
雍
正
帝
の
「
独
り
己
の
見
を
仔
べ
よ
」
と
い

う
「
押
べ
よ
」
と
い
う
要
請
に
従
い
は
し
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
「
己
の
見
」
を
展
開
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
雍
正
帝

が
皇
帝
と
し
て
正
統
的
論
理
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
こ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
論
を
展
開
し
た
の

で
あ
る
。
ま
ず
、

　
　
惟
う
に
、
聖
王
は
一
己
の
好
悪
を
も
っ
て
好
悪
と
為
さ
ず
、
公
論
は
必
ず
天
下
の
是
非
を
も
っ
て
是
非
と
為
す
。

と
い
う
、
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
テ
ー
ゼ
を
う
ち
出
す
。
呂
留
良
は
「
わ
が
聖
祖
（
康
煕
帝
）
の
赦
宥
す
る
と
こ
ろ
の
者
」
で
あ

り
、
漸
江
省
（
呂
留
良
の
故
郷
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
大
官
も
「
儒
を
崇
め
道
を
重
ん
ず
る
の
風
を
敦
く
す
る
」
た
め
か
れ
を
表
彰
し

て
き
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
公
論
が
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
か
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
曽
静
は
「
誤

り
て
呂
（
留
良
の
）
書
を
読
む
の
致
す
と
こ
ろ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
呂
書
と
は
主
と
し
て
呂
留
良
の
日
記
を
指
す
。
そ

こ
に
は
「
華
夷
の
辮
」
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
罪
を
構
成
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
犯
罪
は
曽
静
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
曽
静
が
「
誤
り
て
呂
書
を
読
む
の
致
す
と
こ
ろ
」
な
ど
と
説
く

の
は
、
「
人
を
刺
し
て
こ
れ
を
殺
し
、
我
に
非
ざ
る
な
り
、
兵
（
武
器
）
な
り
」
と
説
く
の
と
何
処
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
曽
静
は
無
罪
放
免
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殺
人
者
を
放
免
し
て
お
い
て
そ
の
武
器
を
罰
す
る
い
わ
れ
な
ど
ど
こ
に
あ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
呂
留
良
を
罪
す
る
根
拠
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
呂
留
良
の
子
孫
は
確
か
に
「
板
を
殿
ち
書
を
焚
き
、
も
っ
て
そ
の

　
を
滅
す
」
べ
き
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
死
刑
に
せ
よ
な
ど
と
い
う
の
は
論
外
で
あ
る
。
「
過
を
改
め
自
ら
新
た
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に
す
る
結
状
」
1
自
己
批
判
書
を
書
か
せ
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
皇
帝
は
上
諭
で
「
呂
留
良
は
曽
て
皇
考
（
康
煕

帝
の
こ
と
）
の
赦
宥
の
旨
を
蒙
る
。
朕
自
ら
旨
を
遵
し
て
曲
に
そ
の
享
を
宥
さ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
。
呂
留
良
と
そ
の
子
孫
を
罰

す
る
根
拠
は
な
に
も
な
い
。
以
上
が
『
疏
』
の
主
な
内
容
で
あ
る
。

　
こ
の
『
疏
』
に
お
い
て
斉
周
華
が
展
開
し
た
の
は
、
誰
も
が
否
定
す
べ
く
も
な
い
「
国
家
」
の
論
理
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
「
社

会
」
の
論
理
が
か
れ
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
か
れ
の
『
疏
』
を
と
り
継
ぐ
も
の
が
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斉
周
華
は
手
続

き
を
踏
ん
で
ま
ず
天
台
の
訓
導
で
あ
っ
た
王
元
洲
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
っ
た
が
阻
ま
れ
た
。
つ
ぎ
に
越
訴
の
危
険
を
お
か
し
て

杭
州
に
持
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
「
漸
中
の
諸
当
道
」
　
　
漸
江
省
の
責
任
者
た
ち
は
「
禍
を
費
う
を
慮
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
上

聞
せ
ず
」
（
陳
漕
『
諸
公
贈
言
集
』
）
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
禍
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
の
資
料
に
よ
る
な
ら

ば
、　

　
事
に
当
た
る
も
の
、
呂
（
留
良
）
は
漸
（
江
省
の
）
人
に
係
り
、
今
保
奏
せ
る
も
の
又
漸
人
な
る
を
も
っ
て
、
聖
怒
を
干
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も

　
　
有
司
に
波
及
す
る
を
恐
れ
て
、
遂
に
群
こ
も
抑
え
て
奏
を
致
さ
ず
。
（
逸
名
『
風
波
集
序
』
）

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
斉
周
華
も
負
け
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
　
罪
が
軽
い
か
重
い
か
は
、
そ
の
責
め
は
言
論
者
ひ
と
り
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
『
原
旨
』
に
は
「
阻
擁

　
　
隠
匿
を
許
さ
ず
」
と
あ
る
。
朝
廷
が
意
見
を
渇
望
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
は
な
い
の
か
。
な
ん
の
い
わ
れ
が
あ
っ
て
上
聞

　
　
を
阻
害
す
る
の
か
。
（
同
上
）

「
国
家
の
論
理
」
と
し
て
真
に
筋
の
通
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
斉
周
華
は
い
う
な
ら
ば
、
皇
帝
の
「
良
き
学
生
」
、
模
範
生
で
あ
っ
た
。
当
時
の
官
僚
が
そ
の
こ
と
を
察
知
で
き
な
い
ほ
ど
無
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知
で
あ
っ
た
と
は
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
い
な
、
そ
れ
故
に
こ
そ
斉
周
華
の
要
求
を
ご
と
ご
と
に
拒
否
し
た
。
こ
こ
で

拙
文
の
主
題
た
る
「
微
」
と
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。

　
「
微
」
と
は
通
常
ふ
た
つ
の
意
味
に
使
わ
れ
る
。
第
一
は
資
料
の
欠
落
、
そ
れ
も
多
く
の
場
合
は
統
治
者
の
故
意
に
よ
る
資
料

の
抹
殺
に
よ
っ
て
生
じ
た
歴
史
の
事
実
の
不
在
を
「
微
」
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
探
微
」
と
は
、
歴
史
の

事
実
の
空
白
を
埋
め
る
作
業
を
指
す
。
第
二
は
思
想
家
が
直
戴
に
文
字
に
表
現
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
思
想
家
の
本
来
の
思
想
を

「
微
」
と
呼
ぶ
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
探
微
」
と
は
「
真
の
思
想
」
な
い
し
は
隠
れ
た
意
図
の
復
元
、
再
構
成
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
い
う
「
微
」
は
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
と
も
異
な
る
。
そ
れ
は
、
資
料
に
現
れ
た
人
の
言
動
の
背
後
に
、
そ
の
言
動
の
主
体

で
さ
え
自
覚
し
え
な
い
行
動
の
様
式
、
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
「
微
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
探
微
」
と
は
、
そ
れ

故
、
個
々
の
事
実
の
背
後
に
あ
っ
て
個
々
の
事
実
を
現
に
あ
る
よ
う
な
形
で
歴
史
の
事
実
と
し
て
遺
す
力
、
い
わ
ば
紙
の
表
面
に

撒
か
れ
た
砂
鉄
を
現
に
あ
る
よ
う
な
紋
様
に
描
か
せ
る
磁
力
、
な
い
し
は
磁
場
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
微
」
と
は
い
う
な
ら
ば
、
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
け
る
政
治
の
「
ク
セ
」
を
指
す
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
探
微
」
は
他
の
「
探
微
」

と
同
じ
く
常
に
不
確
定
要
素
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
仮
説
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

　
官
僚
た
ち
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
理
由
で
、
い
わ
ば
「
模
範
的
」
回
答
を
書
い
た
斉
周
華
の
こ
の
『
疏
』
を
必
死
に
な
っ
て
阻

害
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
皇
帝
の
意
図
を
推
察
し
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
士

人
は
支
配
の
原
理
、
な
い
し
は
国
家
の
論
理
に
習
熟
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
か
れ
ら
の
行
動
の
原
理
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
時
ど
き
に
だ
さ
れ
る
統
治
者
の
通
達
、
命
令
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
か
く
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
推
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
眼
光
は
紙
背
に
徹
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
の
論
理
に
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た
い
す
る
習
熟
で
あ
り
、
社
会
の
智
恵
、
い
わ
ば
世
故
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
原
理
を
も
つ
官
僚
に
と
っ
て
斉
周
華
の

『
疏
』
は
は
な
は
だ
厄
介
で
あ
っ
た
。

　
中
国
で
は
皇
帝
の
政
策
を
変
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
般
的
に
恩
情
を
請
う
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
自

分
を
「
小
人
」
、
皇
帝
を
「
大
人
」
に
位
置
に
お
き
、
「
大
人
」
の
寛
大
さ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
い
か
な
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
皇
帝
と
同
じ
視
線
の
高
さ
で
も
の
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
皇
帝
に
異
議
を
唱
え
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
方
法
が

あ
っ
た
。
第
一
は
皇
帝
の
「
私
」
を
暴
く
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
大
上
段
か
ら
皇
帝
の
正
統
性
を
否
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
方
法
が
歴
史
の
表
面
に
現
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
が
、
曽
静
の
場
合
は
こ
の
両
者
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
こ
の

両
者
と
も
視
線
が
同
じ
高
さ
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
採
る
方
策
は
単
純
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者

と
も
「
大
逆
不
道
」
で
あ
る
と
し
て
死
罪
に
処
す
か
、
第
二
の
場
合
だ
け
死
罪
、
第
一
の
場
合
は
「
小
人
」
の
無
知
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
と
し
て
恩
情
を
か
け
「
改
過
自
新
」
1
自
己
批
判
さ
せ
る
か
、
で
あ
る
。

　
斉
周
華
の
『
疏
』
が
皇
帝
と
同
じ
背
丈
の
論
理
を
語
づ
て
い
る
の
を
見
て
、
官
僚
た
ち
は
は
な
は
だ
し
い
不
安
を
感
ず
る
と
と

も
に
最
悪
の
ケ
ー
ス
ま
で
読
み
切
っ
た
に
違
い
な
い
。
皇
帝
は
自
分
と
同
じ
高
さ
の
視
線
を
許
す
は
ず
は
な
い
。
そ
し
て
、
皇
帝

は
斉
周
華
が
な
に
故
こ
の
よ
う
な
『
疏
』
を
書
い
た
の
か
、
そ
の
動
機
を
追
及
し
、
そ
れ
が
呂
留
良
と
同
じ
く
「
華
夷
の
鮮
」
に

あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
乱
臣
賊
子
」
を
放
置
し
た
自
分
た
ち
の
頭
上
に
鉄
槌
が
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

・
…
－
と
。
官
僚
た
ち
は
皇
帝
の
意
図
を
推
察
す
る
能
力
に
か
け
て
は
優
秀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
生
命
に
直
接
か
か
わ

る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
斉
周
華
に
は
「
華
夷
の
辮
」
を
掲
げ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
っ
た
。
黄
宗
義

に
つ
ら
な
る
師
弟
関
係
、
漸
東
こ
と
に
方
孝
儒
を
生
ん
だ
台
州
の
思
想
的
風
土
（
『
郭
彦
博
等
の
方
孝
儒
の
死
事
を
論
ず
る
を
駁
す
』
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斉周華とその時代（原島）

参
照
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
斉
周
華
自
身
慎
重
な
言
い
ま
わ
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
わ
か
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
世
故
に
長
け

た
官
僚
た
ち
が
こ
の
こ
と
を
嗅
ぎ
と
ら
な
い
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が
官
僚
た
ち
が
こ
の
『
疏
』
を
と
り
継
が
な
か
っ
た

理
由
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
『
疏
』
を
公
文
書
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
拒
否
す
れ
ば

明
々
白
々
に
皇
帝
の
命
令
に
背
く
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
ら
は
と
り
継
ぎ
も
せ
ず
、
拒
否
も
せ
ず
、
と
い
う

態
度
に
終
始
し
た
。
そ
れ
は
か
れ
ら
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
そ
ん
な
莫
迦
な
こ

と
は
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
「
大
人
」
の
「
小
人
」
に
た
い
す
る
「
恩
情
」
に
基
づ
く
忠
告
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
斉
周
華
は
「
愚
」
を
通
し
た
。
そ
の
「
愚
」
は
友
人
さ
え
「
一
愚
こ
こ
に
至
る
。
予
も
亦
こ
れ
が
為
に
悲
し
み
か
つ
泣

か
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
」
（
前
掲
『
風
波
集
序
』
）
と
嘆
か
せ
た
そ
の
よ
う
な
「
愚
」
で
あ
っ
た
。

　
　
雍
正
辛
亥
（
九
年
）
春
、
予
剣
を
杖
つ
き
て
都
に
入
ら
ん
と
す
。
（
『
金
陵
義
剣
楼
記
』
）

勇
ま
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
剣
を
携
え
て
い
っ
た
の
は
、
路
銀
に
窮
し
た
と
き
金
に
換
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
北
京
で
も
事
態
は

同
じ
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
管
轄
官
庁
の
刑
部
に
『
疏
』
を
提
出
し
た
。
刑
部
も
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
筋

違
い
の
こ
と
と
し
て
と
り
継
ぎ
を
拒
否
し
、
本
籍
の
学
政
に
差
し
戻
し
た
。
堂
々
巡
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
伝
え

て
い
る
『
風
波
集
序
』
に
よ
る
な
ら
ば
、

　
　
学
政
ま
た
攣
肘
さ
る
と
こ
ろ
あ
り
。
已
む
を
得
ず
し
て
始
め
は
言
を
も
っ
て
誘
い
、
継
い
で
威
を
も
っ
て
脅
し
、
終
に
命
ず

　
　
る
に
癒
を
も
っ
て
自
ら
承
せ
し
め
ん
と
す
。

つ
ま
り
、
狂
気
な
の
だ
、
そ
れ
を
自
分
で
認
め
よ
、
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
。
か
れ
ら
に
は
狂
人
に
狂
人
で
あ
る
こ
と
を
認

め
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
理
矛
盾
な
ど
思
考
の
回
路
に
な
か
っ
た
。
斉
周
華
は
獄
中
、
『
擬
話
』
な
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。
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斉周華とその時代（原島）

　
　
わ
た
く
し
は
三
擬
の
凝
友
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
名
実
と
も
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
…
…
（
裁
判
官
た
ち
は
）
わ
た
く
し
が
凝

　
　
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
無
罪
釈
放
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
凝
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
　
す
る
と
三
擬
は
佛
然
と
し
て
い
っ
た
。
「
な
ん
じ
は
夙
に
瘍
を
自
負
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
と
な
っ

　
　
て
擬
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
」
と
。
わ
た
く
し
は
言
っ
た
。
「
瘍
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な

　
　
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
擬
で
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
凝
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
が

　
　
真
擬
で
あ
る
証
拠
で
す
」
と
。
す
る
と
三
瘍
は
大
笑
い
し
て
言
っ
た
。
「
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
通
り
。
誠
の
擬
友
た

　
　
る
に
恥
じ
な
い
」
と
。

と
こ
ろ
が
斉
周
華
は
そ
れ
で
も
「
始
終
堅
執
回
せ
ず
、
必
ず
死
し
て
し
か
る
後
已
ま
ん
」
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
当
事

者
は
「
羅
繊
も
て
獄
を
な
し
、
杖
架
も
て
禁
鋼
せ
り
」
ー
い
か
な
る
罪
名
に
よ
っ
て
か
判
然
と
し
な
い
が
、
投
獄
し
た
の
で
あ

っ
た
。
雍
正
一
二
年
夏
、
天
台
の
旧
案
を
再
調
査
し
た
も
の
が
い
た
。
そ
し
て
、
斉
周
華
の
事
件
を
発
見
し
、
皇
帝
に
報
告
し
た
。

皇
帝
は
厳
正
に
再
調
査
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
内
外
の
臣
工
こ
こ
に
至
り
て
自
全
の
計
を
為
さ
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
し
て
巨
山
ま
た
抑
せ
ら
る
。
（
同
上
『
風
波
集
序
』
）

斉
周
華
も
対
抗
し
て
訴
え
た
。
だ
が
、
結
果
は
部
議
に
よ
る
「
永
禁
杭
城
」
、
杭
州
の
監
獄
で
の
終
身
刑
で
あ
っ
た
。
監
獄
は
宋

時
代
の
風
波
亭
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
こ
で
獄
中
で
詠
ん
だ
詩
文
を
『
風
波
集
』
と
名
付
け
た
。
そ
の
後
、
皇
帝
が
代
わ
り
恩
赦

を
受
け
る
ま
で
獄
中
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
斉
周
華
の
こ
の
筆
禍
事
件
は
、
わ
た
く
し
た
ち
に
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
中
国
の
伝
統
社
会
に
働
く
「
微
」
　
　
磁
場
を
見
せ
て

く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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国
家
は
皇
帝
を
頂
点
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
設
計
図
は
あ
る
理
念
に
基
づ
く
。
そ
の
理
念
が
「
主
義
」

で
あ
る
場
合
や
宗
教
で
あ
る
場
合
（
た
と
え
ば
太
平
天
国
の
場
合
）
も
あ
り
う
る
が
、
中
国
の
伝
統
社
会
の
場
合
は
儒
教
、
雍
正

帝
の
時
代
で
は
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
雍
正
帝
は
繰
り
返
し
「
理
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
国
家
の
理
念
が
何
処
に
あ
り
や
を
宣

明
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
社
会
に
も
個
人
に
も
、
さ
ら
に
は
一
人
ひ
と
り
の
精
神
に
も
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
高
低
に

応
じ
同
じ
設
計
図
に
基
づ
く
縮
小
版
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
成
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
場
合
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
完
全
に
相
似
で

あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
た
と
え
縮
小
版
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
っ
た
と
し
て
も
い
さ
さ
か
で
も
歪
み
が
あ
っ
た
な
ら
、

国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か
ら
は
み
出
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
は
み
だ
さ
な
く
て
も
歪
み
が
あ
れ
ば
無
数
の
相
似
の

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
い
ず
れ
か
か
ら
は
み
出
し
、
ひ
い
て
は
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
不
協
和
音
を
発
す
る
こ
と
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か
ら
は
み
出
た
場
合
に
は
、
「
大
逆
不
道
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
完
全
に

合
同
で
あ
っ
て
も
国
家
と
同
じ
高
さ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
作
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
皇
帝
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
間
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
必
ず
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
か
ら
ず

れ
る
の
で
あ
り
、
「
大
逆
不
道
」
と
な
る
。
斉
周
華
の
『
救
呂
晩
村
先
生
を
惇
逆
兇
桿
疏
』
が
皇
帝
と
同
じ
背
丈
で
論
理
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
官
僚
た
ち
は
当
惑
し
こ

れ
を
必
死
で
揉
み
消
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か
ら
は
み
出
し
た
場
合
、
皇
帝
が
「
大
逆
不
道
」
の
名
に
お
い
て
、
つ
ま
り
国
家
の
理
念
に
背
馳
し
た
と

し
て
裁
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
雍
正
帝
得
意
の
「
理
」
に
よ
る
断
罪
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
断

罪
は
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か
ら
は
み
出
し
た
部
分
を
切
り
捨
て
て
終
結
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
歪
み
あ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
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が
な
に
故
歪
ん
だ
の
か
、
そ
の
根
拠
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
歪
ん
だ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
構
想
と
そ
れ
を
支
え
る
理
念
が
姐
上
に
の

せ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
理
念
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
動
機
が
徹
底
的
に
追
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
人
は

「
法
」
に
よ
っ
て
行
為
が
裁
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
理
」
に
よ
っ
て
動
機
が
裁
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
に
あ
っ
て

は
「
己
の
見
」
を
「
好
べ
」
な
い
こ
と
が
も
っ
と
も
賢
明
で
あ
っ
た
。
つ
ね
に
自
分
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
歪
み
が
な
い

か
、
い
な
自
分
の
精
神
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
歪
み
が
な
い
か
、
こ
れ
を
「
検
査
」
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
斉
周

華
は
こ
の
よ
う
な
原
理
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
事
実
、
「
独
り
己
の
見
を
好
べ

よ
」
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
と
き
、
か
れ
は
始
め
付
和
雷
同
し
て
そ
の
要
請
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
こ
の

原
理
を
承
知
し
つ
つ
「
愚
」
を
貫
き
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
雍
正
帝
は
な
に
故
人
び
と
に
「
独
り
己
の
見
を
拝
べ
る
」
よ

う
要
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
び
と
に
「
己
の
見
」
が
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
縮
小
相
似
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
を
「
好
」
べ
る
よ
う
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
び
と
は
斉
周
華
な
ど
少
数
の
例
外
を
除
い
て
こ
の
要
請
に
応
え

た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
び
と
の
こ
の
よ
う
な
少
数
の
「
己
の
見
」
も
社
会
の
回
路
の
な
か
で
迷
路
に
迷
い
込
み
皇
帝
の
目
に

ふ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
雍
正
一
〇
年
一
〇
月
、
皇
帝
は
上
諭
を
発
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
今
各
省
の
学
臣
の
奏
に
篠
る
に
称
す
。
「
属
す
る
所
の
読
書
の
生
、
監
、
各
お
の
結
状
を
具
す
。
威
、
呂
留
良
父
子
の
罪
は

　
　
馨
竹
書
し
難
し
。
律
す
る
に
大
逆
不
道
を
も
っ
て
す
、
と
謂
う
」
。
実
に
至
道
た
り
。
並
び
に
一
人
の
異
詞
あ
る
者
な
し
。

　
　
普
天
率
土
の
公
論
此
く
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
国
法
山
豆
に
寛
貸
す
容
け
ん
や
。

こ
れ
を
見
て
人
は
雍
正
帝
の
狡
猜
を
あ
げ
つ
ら
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
狡
滑
と
で
は
な
く
「
聡
明
」
と
よ
び
た
い
。

「
独
仔
己
見
」
の
命
令
が
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
す
か
、
読
み
切
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
体
制
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斉周華とその時代（原島）

に
お
い
て
は
「
聡
明
」
は
狡
滑
よ
り
は
る
か
に
暴
威
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。

　
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
範
囲
を
は
み
出
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
歪
み
を
も
ち
、
そ
れ
が
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
、
国
家
は
こ

れ
を
法
で
裁
く
。
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
に
と
っ
て
は
確
か
に
法
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
相
似
の
縮
小
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
と
っ
て
は
は
み
出
す
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
こ
の
縮
小
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
の
頂
点
に
立
つ
も
の
に
と
っ
て
は
「
理
」
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
に
国
家
と
社
会
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が

生
ず
る
。
だ
が
、
国
家
そ
れ
自
体
が
「
理
」
を
「
法
」
に
優
先
さ
せ
て
い
る
以
上
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
「
理
」
に
傾
斜
し
て
い
く

の
は
止
め
よ
う
も
な
か
っ
た
。
斉
周
華
が
晩
年
み
ま
わ
れ
た
「
家
変
」
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
も
斉
周
華

は
国
家
と
対
決
し
た
と
き
と
同
様
、
社
会
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
同
じ
高
さ
の
視
線
を
保
っ
て
対
決
し
た
。
「
大
人
」
と
対
決
す
る
と

き
に
は
「
大
人
」
と
同
じ
背
丈
で
対
決
し
た
よ
う
に
、
「
小
人
」
と
対
決
す
る
と
き
に
は
「
小
人
」
と
同
じ
背
丈
で
対
決
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
「
七
旬
の
老
妻
は
奇
淫
に
し
て
…
…
」
、
こ
の
噴
飯
も
の
の
論
理
に
斉
周
華
の
棲
ま
し
い
ま
で
の
衿
持
を
見
て

と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
「
惇
逆
謬
妄
」
の
廉
で
、
つ
ま
り
「
理
」
の
名
ほ
お
い
て
裁
か
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
つ
ね
に
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
縮
小
相
似
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
は
み

出
る
部
分
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
土
地
が
区
画
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
「
理
」
に
よ
っ
て
区
画
整
理
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
「
碕
人
」
と
し
て
生
き
、
「
崎
人
」
と
し
て
死
な
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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斉周華とその時代（原島）

　
斉
周
華
を
「
独
」
に
追
い
込
み
、
死
に
追
い
や
っ
た
の
は
曽
静
・
呂
留
良
案
で
あ
っ
た
。
事
件
は
雍
正
六
年
九
月
二
六
日
、
西

安
に
駐
在
す
る
川
陳
総
督
の
岳
鐘
瑛
の
も
と
に
張
庫
な
る
人
物
が
一
通
の
手
紙
を
も
た
ら
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
手
紙
を
寄

せ
た
の
は
曽
静
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
岳
鐘
瑛
の
驚
愕
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
内
容
が
か
れ
に
反
乱
を
起
こ
す
よ
う
促

す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
に
故
、
反
乱
を
策
動
す
る
対
象
と
し
て
岳
鐘
瑛
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
か
れ

が
岳
飛
の
後
喬
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
岳
鐘
瑛
は
清
朝
に
そ
し
て
雍
正
帝
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
。
確
か
に
か
れ
は
政

治
的
に
微
妙
な
立
場
に
い
た
。
岳
飛
の
子
孫
で
あ
る
点
を
と
ら
え
て
か
れ
の
清
朝
に
た
い
す
る
忠
誠
心
に
疑
義
を
挟
む
も
の
も
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
な
お
の
こ
と
異
民
族
王
朝
た
る
清
朝
に
そ
し
て
雍
正
帝
に
忠
誠
を
誓
う
必
要
が
あ
っ
た
。
岳
鐘
瑛
は
た

だ
ち
に
い
わ
ゆ
る
『
逆
書
』
を
添
え
て
事
件
を
皇
帝
に
報
告
し
た
。

　
岳
鐘
瑛
を
通
じ
清
朝
へ
の
反
乱
を
策
動
し
た
曽
理
の
論
点
は
ほ
ぼ
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
（
一
）
　
「
華
夷
の
分
は
君
臣
の
倫
よ
り
大
な
り
」
と
す
る
「
華
夷
の
辮
」

　
（
二
）
　
雍
正
帝
の
十
大
罪
状
。

　
（
三
）
　
雍
正
帝
の
失
政
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
自
然
災
害
に
よ
る
人
民
の
困
窮
。

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
曽
静
は
岳
鐘
瑛
に
反
乱
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
雍
正
帝
の
驚
愕
も
ま
た
大
き
か
っ
た
。

　
　
朕
逆
書
を
覧
て
驚
誘
涙
を
堕
と
す
。
こ
れ
を
覧
る
に
夢
中
に
も
ま
た
い
ま
だ
天
下
に
人
の
か
く
の
ご
と
く
朕
を
論
ず
も
の
あ

　
　
る
を
料
ら
ざ
る
な
り
。
ま
た
い
ま
だ
そ
の
逆
情
の
か
く
の
ご
と
く
大
な
る
を
料
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
文
献
叢
編
』
第
一
集
「
張
悼

　
　
投
書
岳
鐘
瑛
案
」
）

理
由
の
（
三
）
に
あ
げ
た
人
民
の
困
窮
に
つ
い
て
は
、
雍
正
帝
に
は
そ
れ
な
り
の
自
信
が
あ
っ
た
。
曽
静
の
批
判
は
ス
テ
レ
オ
タ
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斉周華とその時代（原島）

イ
ブ
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
論
駁
す
る
の
は
い
と
も
簡
単
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
岳
鐘
瑛
に
つ
い
て
は
信
を
お
い
て
お
り
不
安
は

な
か
っ
た
。
理
由
（
一
）
の
「
華
夷
の
辮
」
も
く
り
か
え
し
行
わ
れ
た
文
字
の
獄
に
よ
っ
て
地
下
へ
潜
伏
し
て
い
て
政
治
の
表
面

に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
清
朝
の
成
立
以
来
の
問
題
で
あ
り
、
皇
帝
に
「
涙
を
堕
と
さ
」
せ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
驚
誘
涙
を
堕
と
す
」
と
は
い
さ
さ
か
演
技
じ
み
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
曽
静
の
『
逆

書
』
に
雍
正
帝
を
「
驚
詔
」
さ
せ
る
に
た
る
内
容
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
由
の
（
二
）
に
あ
げ
ら

れ
た
「
十
大
罪
状
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
十
大
罪
状
」
と
は
謀
父
、
逼
母
、
試
兄
、
屠
弟
、
貧
財
、
好
殺
、
酷
酒
、
淫
色
、
懐

疑
謙
忠
、
好
誤
任
倭
で
あ
る
（
『
大
義
覚
迷
録
』
）
。
こ
れ
に
た
い
し
て
雍
正
帝
が
「
涙
を
堕
と
し
」
た
の
は
、
い
か
に
も
演
技
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
伝
統
的
統
治
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
演
技
の
の
ち
、
そ
れ
が
事
実
に
反
す
る
と
し
て
「
大

逆
罪
」
を
下
し
、
「
凌
遅
死
に
処
し
」
、
そ
れ
で
一
件
落
着
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
雍
正
帝
は
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
は
し
な
か
っ

た
。
別
に
雍
正
帝
を
「
驚
認
」
さ
せ
る
に
た
る
事
実
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
岳
鐘
瑛
の
「
密
奏
」
を
う
け
て
雍
正
帝
が
た
だ
ち
に
調
査
を
開
始
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
、
岳
鐘
瑛
に
手
紙
を
も

た
ら
し
た
張
俸
と
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
紙
は
『
南
海
無
主
游
民
夏
観
遺
徒
張
傾
上
書
』
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
夏

韻
と
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
雍
正
帝
は
岳
鐘
瑛
の
微
妙
な
政
治
的
立
場
を
利
用
し
つ
つ
調
べ
あ
げ
さ
せ
た
。
岳
鐘
瑛
は
甘
言

を
弄
し
、
張
傅
を
ペ
テ
ン
に
か
け
、
か
れ
の
本
名
が
張
煕
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
『
逆
書
』
を
書
い
た
張
悼
の
師
の
夏
観

が
曽
静
で
あ
る
こ
と
を
探
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
曽
静
、
湖
南
梛
州
永
興
の
人
、
康
煕
一
八
年
（
一
六
七
九
年
）
の
生
ま
れ
で

あ
る
。
経
歴
は
何
回
科
挙
の
試
験
を
受
け
て
も
受
か
ら
な
い
落
第
書
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
曽
静
は
か
つ
て
呂
留
良
の
『
時
文
評

選
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
呂
留
良
に
は
「
華
夷
の
耕
」
を
説
く
思
想
的
土
壌
が
あ
り
、
そ
れ
を
日
記
に
記
し
て
い
た
。
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曽
静
の
弟
子
の
張
煕
は
か
つ
て
呂
留
良
の
遺
書
を
捜
す
べ
く
呂
留
良
の
弟
子
の
厳
鴻
蓬
に
会
い
歓
待
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

曽
静
も
こ
の
よ
う
な
ツ
テ
で
呂
留
良
の
思
想
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
呂
留
良
と
そ
の
後
喬
や
弟
子
た
ち
を
中
心
と
し

た
「
華
夷
の
緋
」
に
基
づ
く
「
陰
謀
」
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。

　
曽
静
が
「
華
夷
の
燐
」
を
説
く
呂
留
良
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
事
件
を
思
わ
ぬ
方
向
に
歪
め
て
い
く
こ
と
と
な

る
の
で
は
あ
る
が
、
雍
正
帝
を
「
驚
誘
」
さ
せ
た
の
は
こ
の
曽
静
と
呂
留
良
の
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
曽
静
が
挙
げ
た
「
十
大
罪

状
」
の
内
容
に
権
力
中
枢
に
か
か
わ
る
機
密
が
含
ま
れ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
。
雍
正
帝
は
猜
疑
心
が
強
か
っ
た
。
一
介
の
貧
乏
書

生
、
し
か
も
湖
南
の
辺
鄙
な
片
田
舎
に
住
む
書
生
が
い
っ
た
い
な
に
故
、
宮
中
の
秘
事
、
権
力
中
枢
の
機
密
を
知
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
雍
正
帝
の
疑
念
は
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
重
点
的
に
捜
査
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
蓋
し
そ
の
（
曽
静
の
）
華
夷
、
中
外
を
分
別
す
る
の
見
は
、
す
な
わ
ち
呂
留
良
の
不
臣
の
邪
説
に
蔽
鋼
陥
溺
せ
る
な
り
。
し

　
　
か
し
て
そ
の
諺
の
朕
に
及
べ
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
阿
其
那
、
塞
思
黒
、
允
祓
、
允
樋
、
等
の
逆
党
好
徒
の
輩
語
を
造
作
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

　
　
散
じ
て
伝
播
す
る
こ
と
あ
り
て
、
し
か
も
伊
の
誤
信
し
て
も
っ
て
実
と
為
せ
る
の
致
す
所
な
ら
ん
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
五
）

こ
の
曽
静
案
が
雍
正
帝
に
と
っ
て
重
大
事
件
と
な
っ
た
の
は
、
曽
静
の
問
題
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
権
力
中
枢
に
根
を
張
っ

て
い
た
「
逆
党
妊
徒
」
の
問
題
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
雍
正
帝
に
と
っ
て
致
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
ほ
ど
重
大
な
意

味
を
孕
ん
で
い
た
。
孟
森
は
言
う
。

　
　
こ
の
曽
静
案
の
結
局
は
、
実
は
種
族
に
在
ら
ず
し
て
、
世
宗
（
雍
正
帝
）
嗣
位
の
隠
を
発
す
る
に
在
り
。
（
『
明
清
史
論
著
集
刊
』

　
　
所
収
『
清
世
宗
入
承
大
統
考
実
』
）
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斉周華とその時代（原島）

卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
雍
正
帝
の
嗣
位
ー
帝
位
の
継
承
に
不
明
朗
な
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
当
時
か
ら
さ
さ
や
か
れ
て

お
り
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
確
か
に
「
微
」
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
「
微
」
は
資
料

の
欠
落
、
そ
れ
も
意
図
的
に
な
さ
れ
た
隠
滅
に
よ
る
資
料
の
欠
落
が
も
た
ら
し
た
「
微
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
微
」
は
永

遠
に
出
て
こ
な
い
と
思
わ
れ
る
新
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
解
決
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
雍
正
帝
は
こ
の
「
嗣
位
の
隠
」

な
い
し
は
「
微
」
に
関
し
て
即
位
以
来
着
々
と
証
拠
隠
滅
と
口
封
じ
を
行
っ
て
き
た
。
曽
静
が
権
力
の
中
枢
か
ら
漏
れ
伝
わ
っ
て

き
た
流
言
に
基
づ
い
て
「
逆
書
」
を
書
い
た
と
し
て
も
対
応
策
は
あ
っ
た
。

　
雍
正
帝
は
岳
鐘
瑛
の
報
告
を
待
っ
て
曽
静
を
北
京
に
召
喚
し
、
訊
問
し
た
。
雍
正
帝
は
お
そ
ら
く
曽
静
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で

こ
の
訊
問
に
臨
む
か
読
み
切
っ
て
い
た
。
雍
正
帝
は
自
分
を
「
謀
父
」
　
　
父
親
殺
し
と
ま
で
断
じ
た
曽
静
に
出
来
る
か
ぎ
り
厚

遇
し
た
。
お
そ
ら
く
雍
正
帝
が
読
み
切
っ
た
通
り
、
曽
静
は
卑
屈
な
態
度
に
出
た
。
『
大
義
覚
迷
録
』
は
こ
の
と
き
の
訊
問
に
基

づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
曽
静
は
惨
ま
し
い
ほ
ど
卑
屈
で
あ
る
。
「
曽
静
供
す
、
彌
天
罪
犯
は

云
々
」
1
供
述
は
す
べ
て
こ
の
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
清
朝
の
裁
判
制
度
に
基
づ
く
表
現
で
あ
り
、
曽
静
の
意
志

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

　
　
彌
天
罪
犯
は
…
…
あ
ま
り
に
も
早
く
父
を
失
い
、
し
か
も
数
十
年
に
わ
た
り
独
り
山
僻
窮
随
の
地
に
住
ん
で
お
り
、
参
考
に

　
　
す
べ
き
史
冊
と
て
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
一
）

曽
静
の
供
述
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
い
る
。
田
舎
者
で
知
識
が
な
く
、
そ
こ
で
「
誤
り
呂
（
留
良
）
書
を
読

む
の
致
す
と
こ
ろ
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
曽
静
の
「
論
理
」
で
あ
っ
た
。
雍
正
帝
に
と
っ
て
曽
静
は
事
件
の
核
心
で
は
な
か

っ
た
。
核
心
は
「
十
大
罪
状
」
で
あ
り
「
嗣
位
の
隠
」
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
雍
正
帝
と
同
じ
視
線
の
高
さ
で
証
言
で
き
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る
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
口
封
じ
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
へ
証
言
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
も
証
言

と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
と
同
じ
高
さ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
作
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
「
大
逆
不
道
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
曽
静
の
訊
問
を
通
じ
こ
の
点
に
関
す
る
証
言
者
と
な
っ
た
の
が
皇
帝
そ
の
人
と
な
る
、
と
い
う
奇
妙
な
事
態

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
曽
静
案
は
こ
う
し
て
雍
正
帝
が
演
出
し
監
督
し
主
演
す
る
、
い
う
な
ら
ば
中
国
語
で
い
う
「
表
演
」
、

つ
ま
り
演
技
と
な
っ
て
い
っ
た
。
雍
正
帝
は
『
大
義
覚
迷
録
』
の
巻
頭
で
次
の
よ
う
な
上
諭
を
掲
げ
て
い
る
。

　
　
山
豆
に
意
わ
ん
や
、
逆
賊
の
曽
静
な
る
も
の
あ
り
て
、
そ
の
徒
の
張
煕
を
遺
わ
し
書
を
総
督
の
岳
鐘
瑛
に
投
じ
て
そ
の
謀
反
を

　
　
勧
め
し
め
、
朕
躬
を
と
り
て
瞠
に
誕
諺
の
詞
を
為
し
、
我
朝
に
お
い
て
極
め
て
惇
逆
の
語
を
尽
く
せ
ん
と
は
。
廷
臣
の
見
る

　
　
者
、
皆
疾
首
痛
心
、
共
に
天
を
載
か
ざ
る
の
恨
あ
り
。
か
く
の
ご
と
き
は
影
響
全
く
な
き
の
こ
と
に
し
て
（
全
く
身
に
覚
え

　
　
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
）
、
朕
夢
麻
中
に
も
ま
た
こ
の
幻
境
な
し
。
実
に
犬
吠
狼
嗅
・
の
ご
と
く
し
て
何
ぞ
た
め
に
辮
ず
る
に
足

　
　
ら
ん
。
既
に
し
て
こ
れ
を
思
う
に
、
逆
賊
の
言
う
所
、
朕
に
も
し
幾
微
も
中
（
心
）
に
憶
係
あ
ら
ば
、
す
な
わ
ち
当
に
回
護

　
　
隠
忍
し
、
暗
中
に
そ
の
事
を
寝
息
す
べ
し
。
今
全
く
影
響
な
き
の
談
を
も
っ
て
こ
れ
を
朕
に
加
う
。
朕
の
心
、
も
っ
て
上
天

　
　
に
対
す
べ
く
、
皇
考
に
対
す
べ
く
、
も
っ
て
共
に
天
下
の
億
万
の
臣
民
に
白
す
べ
し
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
一
）

こ
こ
で
は
、
雍
正
帝
が
即
位
後
「
嗣
位
の
隠
」
を
知
っ
て
い
る
年
奨
尭
、
隆
科
多
な
ど
を
死
に
追
い
詰
め
て
い
っ
た
こ
と
こ
そ

「
影
響
あ
る
（
身
に
覚
え
が
あ
る
）
」
証
拠
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
は
問
う
ま
い
。
問
題
は
「
幾
微
も
中
に
憶
憐
あ
ら
ば
」
と
す
る

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
に
覚
え
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
動
機
に
お
い
て
い
さ
さ
か
も
疾
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
、
そ
し
て
「
朕

の
心
」
は
天
に
も
父
に
も
万
民
に
も
恥
じ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
、
と
力
説
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
動
機
の
潔
癖
を
主
張
す
る
こ

と
は
、
時
と
し
て
滑
稽
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
十
大
罪
状
」
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
好
殺
」
に
つ
い
て
雍
正
帝
は
つ
ぎ
の
よ
う
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に
弁
明
し
て
い
る
。

　
　
朕
は
性
も
と
最
も
慈
た
り
。
但
に
一
人
を
妄
罰
す
る
を
肯
ぜ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
歩
履
の
問
の
草
木
蟻
蟻
た
り
と
も

　
　
践
踏
傷
損
す
る
を
肯
ぜ
ず
。

ま
た
、
「
淫
色
」
に
つ
い
て
の
弁
明
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
朕
は
藩
廷
に
在
り
し
と
き
よ
り
す
な
わ
ち
清
心
寡
欲
な
り
。
幼
よ
り
性
情
色
欲
を
好
ま
ず
。
即
位
以
後
も
宮
人
甚
だ
少
な
し
。

　
　
朕
常
に
自
ら
謂
え
り
。
天
下
の
人
の
色
を
好
ま
ざ
る
こ
と
未
だ
朕
の
如
き
も
の
有
ら
ず
、
と
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
一
）

こ
の
弁
明
の
論
理
は
『
大
義
覚
迷
録
』
に
一
貫
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雍
正
帝
は
み
ず
か
ら
の
動
機
の
潔
癖
性
を
証

明
し
、
「
大
義
」
に
よ
っ
て
曽
静
の
迷
妄
を
覚
醒
さ
せ
た
。
そ
し
て
雍
正
帝
自
身
が
「
出
奇
料
理
」
と
呼
ん
だ
措
置
を
と
っ
た
。

そ
れ
は
事
件
の
焦
点
を
曽
静
か
ら
呂
留
良
に
移
す
こ
と
を
意
味
し
た
。
曽
静
に
た
い
す
る
処
置
は
い
さ
さ
か
喜
劇
じ
み
て
い
る
。

す
な
わ
ち
悔
悟
し
た
と
し
て
、
つ
ま
り
動
機
が
純
正
化
し
た
と
し
て
釈
放
、
こ
の
経
験
を
全
国
に
宣
伝
し
て
回
る
こ
と
と
引
き
換

え
に
故
郷
に
産
（
土
地
）
を
置
く
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
乾
隆
帝
に
覆
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
「
た
と
え
朕
の
子
孫
な
り
と
も
将
来
そ
の
（
曽
静
の
）
朕
躬
を
舐
殿
す
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
追
究
珠
鐵
す
る
を

得
ず
」
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
三
）
と
さ
え
さ
れ
た
。

　
こ
の
「
出
奇
料
理
」
に
よ
っ
て
事
件
の
焦
点
が
「
嗣
位
の
隠
」
か
ら
「
華
夷
の
辮
」
に
移
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
雍

正
帝
は
こ
の
事
件
の
精
粋
を
『
大
義
覚
迷
録
』
と
し
て
遺
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ

「
華
夷
の
緋
」
を
論
駁
し
た
上
諭
で
あ
っ
た
。
雍
正
帝
は
力
説
す
る
。

　
　
そ
れ
人
の
人
た
り
て
禽
獣
と
異
な
る
所
以
は
こ
の
倫
常
の
理
有
る
を
も
っ
て
な
り
。
故
に
五
倫
は
こ
れ
を
人
倫
と
謂
う
。
こ
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れ
一
を
闘
け
ば
す
な
わ
ち
こ
れ
を
人
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
君
臣
は
五
倫
の
首
た
り
。
天
下
無
君
の
人
に
し
て
尚
こ
れ
を
人
と

　
　
謂
べ
き
こ
と
あ
ら
ん
や
。
人
に
し
て
無
君
の
心
を
懐
き
て
尚
こ
れ
を
禽
獣
と
謂
わ
ざ
ら
ん
か
。
人
倫
を
尽
く
す
を
す
な
わ
ち

　
　
人
と
謂
う
。
天
理
を
滅
す
る
を
す
な
わ
ち
禽
獣
と
謂
う
。
華
夷
に
因
り
て
人
禽
を
区
別
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
大
義

　
　
覚
迷
録
』
巻
一
）

朱
子
学
の
「
理
」
を
純
粋
化
す
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
ら
ざ
ろ
う
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
朱
子
を
皇
帝
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
曽
静
は
こ
の
点
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
供
述
し
て
い
る
。

　
　
天
の
人
物
を
生
ず
る
や
、
理
一
分
殊
な
り
。
実
に
理
の
偏
全
を
も
っ
て
す
る
に
し
て
、
居
る
所
の
内
外
に
在
ら
ざ
る
な
り
、

　
　
（
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
し
た
）
。
彌
天
罪
犯
は
読
書
し
て
も
深
い
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

　
　
「
義
理
」
の
本
質
に
理
解
が
行
か
ず
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
地
理
の
遠
近
に
よ
っ
て
華
夷
を
分
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
と
か

　
　
ら
善
悪
に
よ
っ
て
華
夷
を
分
か
つ
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
一
）

焦
点
が
「
華
夷
の
辮
」
に
移
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
雍
正
帝
に
と
っ
て
、
そ
し
て
曽
静
に
と
っ
て
す
ら
「
天
理
」
、
「
義
理
」
、
「
人
倫
」
、

「
五
倫
」
が
最
大
の
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
動
機
の
純
正
化
が
必
然
的
に
も
た
ら
し
た
結
果
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
雍
正
帝
に
よ
る
「
出
奇
料
理
」
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
背
景
の
も
と
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
雍
正
帝
に
と

っ
て
「
嗣
位
の
隠
」
が
政
治
の
焦
点
と
な
る
こ
と
は
出
来
る
だ
け
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
権
力
の
中
枢
に
亀
裂
を
生
み

か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
雍
正
帝
は
公
明
正
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
動
機
が
純
正
で
あ
っ
た
こ
と
を
宣
明
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
は
し
た
。
だ
が
、
こ
の
種
の
宣
明
は
繰
り
返
せ
ぱ
そ
れ
だ
け
人
び
と
に
疑
惑
を
抱
か
せ
る
も
の
で

あ
る
。
事
実
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
こ
の
「
微
」
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
何
回
と
な
く
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
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「
華
夷
の
辮
」
は
清
朝
建
国
以
来
の
文
字
の
獄
の
主
旋
律
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
焦
点
を
移
す
こ
と
は
統
治
者
と
し
て
は
な
ん
ら

「
奇
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
人
び
と
に
と
っ
て
は
何
回
と
な
く
聞
か
さ
れ
た
メ
ロ
デ
ー
が
ふ
た
た
び
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う

感
覚
し
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
雍
正
帝
が
こ
の
措
置
を
「
奇
」
と
表
現
し
た
の
は
具
体
的
措
置
が
あ
ま
り
に
ひ
と
の
意
表
を
衝

く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
出
奇
料
理
」
す
な
わ
ち
焦
点
の
移
動
に
関
し
て
も
「
微
」
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
孟

森
は
そ
れ
を
「
嗣
位
の
隠
」
と
表
現
し
た
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
事
件
の
焦
点
を
ぼ
か
そ
う
と
い
う
雍
正
帝
の
意
図

が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
出
奇
料
理
」
の
背
後
に
「
そ
の
言
動
の
主
体
で
さ
え
自
覚
し
え
な
い
行
動
の
様
式
、
思
考
の
パ
タ
ー
ン
」
と
し
て
の

「
微
」
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
「
華
夷
の
辮
」
、
つ
ま
り
呂
留
良
に
焦
点
を
移
す
こ

と
に
よ
っ
て
曽
静
が
「
逆
書
」
を
書
い
た
動
機
形
成
の
過
程
を
姐
上
に
上
せ
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
「
理
」
を

「
華
夷
の
辮
」
の
上
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
理
」
に
よ
る
政
治
を
完
全
な
も
の
と
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
雍
正
帝
が
こ

の
点
に
つ
い
て
意
図
的
に
、
つ
ま
り
自
覚
し
て
行
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

　
「
理
」
に
よ
っ
て
そ
の
構
造
が
作
ら
れ
て
い
る
国
家
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
社
会
に
お
け
る
そ
の
縮
小
相
似
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
た
い
し
曽
静
は
大
言
壮
語
に
よ
っ
て
大
上
段
か
ら
挑
戦
し
た
。
だ
が
、
曽
静
自
身
は
、

雍
正
帝
に
と
っ
て
そ
の
大
言
壮
語
に
反
比
例
し
て
と
る
に
足
ら
ぬ
小
人
物
で
あ
っ
た
。
自
己
批
判
さ
せ
、
悔
悟
さ
せ
れ
ば
、
つ
ま

り
「
理
」
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
大
き
さ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
作
っ
て
く
れ
れ
ば
危
険
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
曽
静

は
小
人
物
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
社
会
に
無
数
の
曽
静
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
曽
静
の
動
機
を
歪
め
て
い
っ

た
構
造
が
大
問
題
と
な
っ
て
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
曽
静
を
放
免
し
悔
悟
の
過
程
を
全
国
に
遊
説
さ
せ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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真
の
危
険
は
、
小
人
物
の
動
機
す
ら
歪
め
て
い
く
思
想
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
死
せ
る
呂
留
良
に
鉄
槌
が
下
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
雍
正
帝
に
と
っ
て
は
無
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
考
の
回
路

は
き
わ
め
て
当
然
の
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
結
果
と
し
て
人
に
「
奇
」
異
と
感
じ
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
曽
静
・
呂
留
良
案
は
斉
周
華
が
独
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
構
造
と
交
差
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
雍
正
帝
の

こ
の
措
置
が
お
そ
ら
く
無
意
識
の
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
斉
周
華
の
『
呂
晩
村
先
生
を
惇
逆
兇
桿
よ
り
救
う
の
疏
』
の
曽
静
こ

そ
が
犯
罪
者
で
あ
り
、
呂
留
良
は
犯
罪
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
武
器
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
論
旨
が
官
僚
た
ち
が
恐
れ
た
ご
と
く

　
　
　
お
か

「
聖
怒
を
干
し
、
有
司
に
波
及
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
り
、
官
僚
に
よ
っ
て
必
死
に
な
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。
雍
正
帝
に
と
っ
て
真
の
犯
罪
者
は
曽
静
の
動
機
形
成
に
決
定
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
呂
留
良
で
あ
っ
て
、
曽
静
は
そ
の

武
器
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
斉
周
華
は
雍
正
帝
が
無
意
識
の
う
ち
に
作
り
だ
し
た
磁
場
に
そ
の
磁
場
の
と
お
り
に
紋
様
を

描
く
砂
鉄
で
は
な
か
っ
た
が
故
に
社
会
か
ら
葬
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
公
明
正
大
な
る
皇
帝
に
よ
っ

て
で
は
な
く
官
僚
に
よ
っ
て
暗
暗
裡
に
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
雍
正
帝
が
み
ず
か
ら
「
奇
」
と
表
現
し
た
措
置
は
、
雍
正
帝
を
支
え
て
い
る
磁
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
な
ん
ら
「
奇
」
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
異
民
族
王
朝
の
皇
帝
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
華
夷
の
辮
」
よ
り
優
位
に
据
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
を
前
面
に

掲
げ
る
な
ら
ば
、
理
の
当
然
と
し
て
行
き
つ
く
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
に
行
き
つ
い
た
こ
と
は
中
国
の
伝
統
文
化
と

伝
統
社
会
が
織
り
な
し
て
き
た
不
幸
を
い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
雍
正
帝
は
「
華
夷
の
辮
」
に
優
位
す
る
理
の
論
理
を

構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
『
大
義
覚
迷
録
』
を
見
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
お
そ
ろ
し
く
単
純
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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理
は
純
粋
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
単
純
化
し
て
い
き
貧
困
化
し
て
い
っ
た
。

　
　
人
倫
を
尽
く
さ
ば
す
な
わ
ち
人
と
謂
う
。
天
理
を
滅
す
れ
ば
す
な
わ
ち
禽
獣
と
謂
う
。
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
こ

天
理
に
基
づ
く
人
倫
は
べ
つ
の
言
葉
で
い
え
ぱ
五
倫
、
そ
の
第
一
は
君
臣
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
理
は
君
に
あ
っ
た
。
そ
の
君

が
天
理
の
名
に
お
い
て
人
を
裁
く
。
こ
の
よ
う
な
体
制
で
は
君
の
意
思
が
裁
断
が
下
さ
れ
る
根
拠
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
君
臣
、

父
子
と
続
く
五
倫
と
理
の
関
係
は
さ
な
が
ら
閉
ざ
さ
れ
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
世
界
と
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

理
の
純
粋
化
に
と
も
な
い
政
治
が
恣
意
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
雍
正
帝
を
継
い
だ
乾
隆
帝
の
時
代
の
文
字
の
獄
は
斉
周
華
を

死
に
追
い
や
っ
た
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
判
決
は
皇
帝
の
恣
意
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
斉
周
華
が
刑
場
の
露
と
消
え
て
間
も
な
く
、
ひ
と
り
の
学
者
が
「
理
」
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
た
。
戴
震
で
あ
る
。

　
　
尊
者
は
理
を
も
っ
て
卑
を
責
め
、
長
者
は
理
を
も
っ
て
幼
を
責
め
、
貴
者
は
理
を
も
っ
て
賎
を
責
む
。
失
な
り
と
錐
も
こ
れ

　
　
を
順
と
謂
う
。
卑
者
、
幼
者
、
賎
者
は
理
を
も
っ
て
こ
れ
と
争
い
、
得
る
と
錐
も
こ
れ
を
逆
と
謂
う
。
こ
こ
に
お
い
て
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
人
は
天
下
の
同
情
、
天
下
の
同
に
欲
す
る
所
を
も
っ
て
こ
れ
を
上
に
達
す
る
能
わ
ず
。
上
は
理
を
も
っ
て
そ
の
下
を
責
む
。

　
　
而
し
て
下
に
在
る
も
の
の
罪
は
人
人
指
も
て
数
う
に
勝
え
ず
。
人
法
に
死
せ
ぱ
、
猶
お
こ
れ
を
憐
む
も
の
あ
ら
ん
。
理
に
死

　
　
せ
ぱ
、
誰
か
こ
れ
を
憐
れ
ま
ん
。
（
『
孟
子
字
義
疏
証
』
上
）

斉
周
華
の
棲
ま
し
い
生
と
死
、
そ
し
て
雍
正
帝
の
「
出
奇
料
理
」
を
み
て
、
筆
者
も
ま
た
戴
震
と
と
も
に
「
鳴
呼
」
と
慨
嘆
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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