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は
じ
め
に

　

紀
昀
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
）
は
周
知
の
如
く
、
乾
嘉
時
代
の
考
拠
学

者
と
し
て
は
異
例
で
は
あ
る
が
、
最
終
的
に
礼
部
尚
書
協
弁
大
学
士
の
高
官

の
地
位
に
昇
り
つ
め
た
人
物
で
あ
る
。
諡
は
文
達
、
し
た
が
っ
て
紀
文
達
公

と
記
さ
れ
る
。
紀
昀
の
著
作
の
主
な
る
も
の
は
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
は
紀
昀
の
文
学
観
や
思
想

観
が
如
実
に
表
れ
て
お
り
、
紀
昀
の
思
想
を
語
る
う
え
で
か
か
か
す
こ
と
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

紀
昀
の
思
想
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
近
藤
光
男
氏
の
「
四
庫
全
書
と
紀

昀
」、
吉
田
純
氏
の
「
紀
昀
と
『
閲
微
草
堂
筆
記
』」
等
の
論
文
に
お
い
て
、

紀
昀
の
学
問
姿
勢
は
「
漢
宋
持
平
」
の
立
場
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。（
１
）

中
国
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
、初
期
段
階
の
一
九
四
一
年
に
仰
彌
氏
の「
関

於
紀
文
達
」
に
は
「
漢
に
於
い
て
、
宋
に
於
い
て
，
偏
せ
す
、
倚
せ
ず
、
其

の
平
に
協
せ
ん
こ
と
に
務
む
」（
２
）
と
あ
る
よ
う
に
、
紀
昀
の
学
問
観
が
漢

学
・
理
学
を
公
平
に
扱
う
「
漢
宋
持
平
」
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
余
時
英
氏
が
紀
昀
に
つ
い
て
「
乾
・
嘉
時
代
の
反
程
・
朱
の

第
一
番
の
猛
将
」（
３
）
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
理
学
を
排
斥
す
る
漢
学
一
辺

倒
の
印
象
が
付
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
余
氏
の
発
言
が
後
の

紀
昀
の
人
物
像
に
大
き
く
影
響
し
、
漢
学
信
奉
者
と
し
て
の
紀
昀
像
が
、
そ

の
後
の
紀
昀
研
究
者
の
間
で
定
着
し
て
い
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
年

で
は
こ
の
よ
う
な
紀
昀
像
が
台
湾
の
王
鵬
凱
氏
等
の
論
考
で
是
正
さ
れ
て
き

て
い
る
。

　

先
述
の
余
氏
の
発
言
は
、
戴
震
が
反
理
学
の
思
想
を
抱
く
機
縁
と
な
っ
た

と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紀
昀
が
戴
震
の
反
理
学
思
想
に

影
響
を
あ
た
え
て
い
る
、
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
た
し
て
ど

の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
。
紀
昀
と
戴
震
の
交
友
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
こ
と

は
事
実
で
あ
り
、
相
互
に
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
余
氏
の
指
摘
し
た
と
お
り

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
両
者
の
思
想
的
影
響
も
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
文

学
作
品
で
あ
る
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
を
中
心
に
紀
昀
と
戴
震
の
関
係
を
見
て

い
く
こ
と
で
、
そ
こ
で
戴
震
が
な
に
を
語
っ
た
の
か
と
い
う
点
と
、
両
者
の

思
想
的
立
場
の
相
違
等
取
り
上
げ
て
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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今
回
不
統
一
の
謗
り
は
免
れ
な
い
が
、『
閲
微
草
堂
筆
記
』
中
の
引
用
に

関
し
て
は
小
説
と
い
う
こ
と
も
あ
り
現
代
語
訳
と
し
た
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て

は
Ｆ
Ｃ
２
掲
載
の
小
山
裕
之
氏
の
訳
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
『
閲
微
草
堂
筆

記
』
の
底
本
と
し
て
は
『
閲
微
草
堂
筆
記　

会
校
・
会
注
・
会
評
』
鳳
凰
出

版
社
を
使
用
し
た
。

一
、　
戴
震
と
『
閲
微
草
堂
筆
記
』

　

吉
田
純
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
紀
昀
の
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
は
戴
震

が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「『
灤
陽
消
夏
録
』
巻
五
第
二
十

七
則
、
巻
六
第
十
則
、『
槐
西
雑
志
』
巻
一
第
五
十
六
則
、
巻
二
第
三
十
二

則
、『
姑
妄
聴
之
』
巻
四
第
二
則
、『
灤
陽
続
録
』
巻
三
第
十
則
、
巻
五
第
一

則
な
ど
」（
４
）
の
計
七
話
で
あ
る
。
語
っ
た
場
所
は
紀
昀
の
屋
敷
に
逗
留
中

の
時
か
、
四
庫
全
書
編
纂
時
の
余
暇
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
内
容

を
分
析
す
る
と
、
話
に
つ
い
て
戴
震
が
聞
き
手
と
し
て
受
動
的
に
登
場
す
る

も
の
と
、
話
者
と
し
て
能
動
的
に
戴
震
が
語
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
先
ず
聞
き
手
と
し
て
の
戴
震
の
登
場
し
た
話
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
一
話
が
長
い
場
合
は
現
代
語
訳
を
要
約
し
て
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

　
　

①　
『
槐
西
雑
志
』
一　

五
十
六
則

　

族
兄
の
中
涵
が
旌
徳
県
の
知
県
だ
っ
た
時
、
城
の
近
く
で
虎
が
暴
れ
、

猟
師
数
人
が
怪
我
を
し
た
け
れ
ど
も
、
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
県
の
人
々
は
知
県
に
「
こ
れ
は
徽
州
の
唐
打
猟

を
呼
ん
で
こ
な
い
と
、
こ
の
虎
の
被
害
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

請
願
し
た
。（
休
寧
の
戴
東
原
が
い
う
に
は
、
明
の
頃
に
唐
某
と
い
う

人
物
が
い
た
。
新
婚
で
あ
っ
た
が
、
虎
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

後
唐
某
の
嫁
は
子
を
出
産
し
た
。
嫁
は
そ
の
子
に
向
か
っ
て
祈
り
を
こ

め
て
「
も
し
お
ま
え
が
虎
を
殺
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
の
子
で

は
な
い
。
後
世
の
子
孫
も
も
し
虎
を
殺
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
皆

私
の
子
孫
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
。
だ
か
ら
代
々
唐
氏
は
虎
を
捕
ま
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
）
そ
こ
で
知
県
は
役
人
に
手
土
産
を
も
た
せ
て
唐

の
と
こ
ろ
へ
往
か
せ
た
。
役
人
は
帰
っ
て
き
て
か
ら
「
唐
氏
は
優
れ
た

技
の
持
ち
主
二
人
選
ん
で
差
し
遣
わ
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
そ
ろ
そ

ろ
こ
ち
ら
に
着
く
で
し
ょ
う
」
と
報
告
し
た
。
二
人
は
旌
徳
県
に
着
い

た
が
、
み
れ
ば
一
人
は
老
人
で
鬢
髪
は
白
く
、
時
々
ゴ
ホ
ゴ
ホ
咳
き
込

ん
で
い
る
。
も
う
一
人
は
少
年
で
十
六
・
七
歳
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
大
い

に
失
望
し
て
が
、
せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か
ら
と
食
事
の
支
度
を
命
じ
た
。

老
人
は
知
県
の
中
涵
が
内
心
大
い
に
不
満
で
あ
る
こ
と
を
察
し
、
半
ば

跪
い
て
「
聞
け
ば
そ
の
虎
は
城
よ
り
五
里
ば
か
り
の
と
こ
に
い
る
と
か
、

先
ず
虎
を
捕
ま
え
て
か
ら
食
事
に
し
て
も
遅
く
は
あ
り
ま
す
ま
い
」
と

い
う
。
そ
こ
で
役
人
に
案
内
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
役
人
は
谷
の

入
り
口
ま
で
案
内
す
る
と
、
敢
え
て
進
ま
ず
そ
こ
で
動
か
な
く
な
っ

た
。
老
人
は
そ
れ
を
見
て
「
わ
し
が
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
ん
た
そ
れ



255 九 州 女 子 大 学 紀 要 第52巻２号

で
も
恐
ろ
し
い
か
ね
」
と
笑
っ
た
。
谷
に
入
っ
て
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
に

な
ろ
う
と
し
た
時
、
老
人
は
少
年
の
方
を
振
り
返
り
「
こ
の
獣
は
ま
だ

寝
て
い
る
よ
う
だ
。
お
前
が
叫
ん
で
起
こ
し
て
や
れ
」
と
い
う
。
少
年

は
虎
の
鳴
く
声
を
真
似
て
叫
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
虎
は
林
の
中
か
ら
出

で
、
老
人
を
襲
お
う
と
し
た
。
老
人
は
手
に
柄
の
短
い
斧
を
持
っ
て
い

て
、
そ
の
寸
法
は
縦
八
・
九
寸
で
横
は
そ
の
半
分
で
あ
っ
た
。
老
人
は

そ
れ
を
持
ち
腕
を
奮
っ
て
屹
立
し
て
い
た
。
虎
が
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
と
、

首
を
傾
け
て
躱
し
、
虎
は
頭
上
を
飛
び
越
え
て
い
っ
た
が
、
血
を
流
し

地
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
み
れ
ば
虎
は
顎
か
ら
尾
ま
で
斧
に
触
れ
て
斬

ら
れ
て
い
た
。（
５
）

　

こ
の
話
は
族
兄
中
涵
の
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
戴
震
の
話
は
注
の
形
で

挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
（
）
中
に
入
れ
て
訳
出
し
た
。
旌
徳
県
は
戴

震
の
故
郷
休
寧
県
と
同
じ
く
安
徽
省
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
徽
州
は
休
寧
県

を
含
む
行
政
地
区
で
あ
る
。
戴
震
は
当
然
唐
打
猟
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、

唐
打
猟
の
家
が
何
故
虎
狩
り
専
門
の
家
柄
に
な
っ
た
か
を
説
明
す
る
た
め
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

②　

巻
十
二
『
槐
西
雑
志
』
二　

三
十
二
則

　

朱
導
江
の
語
っ
た
話
、「
新
泰
の
書
生
が
郷
試
を
受
け
た
帰
り
の
こ

と
、
友
人
達
と
早
朝
暗
い
う
ち
出
発
し
た
が
、
暗
闇
に
中
か
ら
二
頭
の

驢
馬
が
き
て
、
書
生
の
集
団
と
相
前
後
し
た
。
見
る
と
一
人
は
老
婆
で
、

一
人
は
若
い
美
し
い
女
で
あ
る
。
書
生
は
若
い
女
の
ほ
う
が
き
に
な
っ

て
い
た
が
、
若
い
女
は
自
分
と
書
生
が
親
戚
で
あ
り
、
以
前
書
生
の
顔

を
み
て
知
っ
て
い
る
、
と
告
げ
た
。
別
れ
道
に
来
る
と
、
若
い
女
は
家

に
招
い
て
御
馳
走
す
る
と
い
う
。
書
生
は
喜
び
同
行
者
に
晩
に
某
所
で

待
つ
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
翌
日
仲
間

が
捜
索
し
た
が
、
村
に
二
人
の
女
を
知
る
も
の
は
な
く
、
親
戚
と
称
す

る
女
の
家
も
つ
き
と
め
た
が
、
そ
の
女
は
没
し
て
す
で
に
半
年
た
っ
て

い
た
。
幽
霊
に
惑
わ
さ
れ
た
の
か
、
妖
に
食
ら
わ
れ
た
の
か
、
賊
に
襲

わ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
話
は
少
年
の
軽
薄
な
者
へ
の
戒
め

に
な
る
で
あ
ろ
う
」

　

そ
の
時
方
可
村
が
そ
の
場
に
い
て
、
秦
隴
に
行
っ
た
時
こ
れ
と
似

た
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
い
う
。「
あ
る
人
を
あ
と
か
ら
そ
の
妻
の
墓

に
合
葬
し
よ
う
と
し
て
墓
穴
を
あ
け
る
と
、
別
の
男
の
遺
骸
が
あ
っ

た
。
地
下
の
両
人
の
魂
が
ど
う
や
っ
て
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
、

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。『
焦
氏
易
林
』
に
あ
る
「
両
夫
妻
を
共
に
し
、

適
き
て
雌
と
な
る
莫
し
」
と
は
こ
の
た
め
の
占
い
み
た
い
な
も
の
だ
」。

戴
東
原
も
こ
の
座
に
い
て
「『
後
漢
書
』
に
は
三
人
の
夫
が
妻
を
共
有

し
た
話
が
あ
る
。
君
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
も
の
を
知
ら
な
い
の
だ
」

　

私
は
冗
談
で
こ
う
い
っ
た
「
御
両
所
喧
嘩
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

山
陰
公
主
の
男
妾
が
三
十
人
だ
っ
た
の
を
、
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
。

し
か
し
こ
の
話
に
出
て
く
る
の
は
皆
そ
の
夫
を
恐
れ
な
い
も
の
達
で
す
。



256紀昀の『閲微草堂筆記』と戴震 （若松）

こ
の
女
霊
は
ひ
そ
か
に
少
年
を
た
く
わ
え
て
お
き
な
が
ら
、
後
か
ら
合

葬
が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
欲
望
を
縦
に
し
て
憂
い
を
忘

れ
て
い
た
の
は
免
れ
な
い
と
い
え
ま
す
」。
こ
れ
を
聞
き
、
東
原
は
た

め
息
を
つ
い
て
「
欲
を
縦
に
し
て
憂
い
を
忘
れ
る
の
は
、
こ
の
霊
だ
け

で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。（
６
）

　

こ
の
話
は
朱
導
江
の
話
に
方
可
村
、
戴
震
、
紀
昀
が
寸
評
を
述
べ
る
構
成

と
な
っ
て
い
る
。
嘉
慶
五
年
本
を
底
本
と
し
た
『
閲
微
草
堂
筆
記　

会
校
・

会
注
・
会
評
』、『
紀
暁
嵐
文
集
』
等
は
こ
の
形
式
に
従
う
。
し
か
し
、
上
海

進
歩
書
局
本
や
文
光
図
書
有
限
公
司
本
等
は
方
可
村
以
下
の
話
を
、『
槐
西

雑
志
』
二
、
二
十
八
則
の
後
に
付
し
て
い
る
。
二
十
八
則
は
次
の
よ
う
な
話

で
あ
る
。

　

昔
下
男
だ
っ
た
蘭
桂
が
語
る
。
初
め
て
都
に
行
っ
た
時
、
人
と
一
緒

に
福
清
会
館
に
泊
ま
っ
た
。
そ
こ
の
門
の
外
は
墓
場
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。

月
の
暗
い
あ
る
日
の
夜
、
騒
が
し
い
声
、
哭
泣
す
る
よ
う
な
声
、
ま
た

数
人
が
宥
め
る
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
こ
れ
は
生
き
て
い
る
人

間
で
は
な
く
、
霊
達
が
喧
嘩
し
て
い
る
声
だ
ろ
う
と
思
い
、
門
の
隙
間

か
ら
外
を
窺
う
と
、
そ
こ
に
は
な
に
も
見
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
し

ば
ら
く
の
時
間
息
を
殺
し
て
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
あ
る
一
人
の
男
が

其
の
妻
の
棺
を
移
す
時
、
間
違
え
て
他
家
の
婦
人
の
棺
を
移
し
て
し
ま

っ
た
。
婦
人
に
は
も
と
よ
り
夫
が
い
て
、近
く
に
葬
ら
れ
て
い
た
。（
そ

こ
に
葬
ら
れ
て
い
た
夫
は
）
婦
人
が
そ
の
人
に
奪
わ
れ
た
た
め
、
そ
の

人
の
妻
を
こ
っ
ち
持
っ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
べ
き
だ
。
と
い
い
。

妻
は
そ
れ
に
従
わ
な
く
て
争
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
巡
邏
の

も
の
が
銅
鑼
を
鳴
ら
し
て
過
ぎ
っ
た
た
め
、
声
は
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
そ
の
結
果
は
わ
か
ら
な
い
し
、
こ
の
誤
っ
て
他
人
の
夫
人
を

合
葬
し
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う

で
あ
れ
ば
、
霊
と
い
う
も
の
は
位
牌
に
付
き
墓
に
は
付
か
な
い
と
い
う

説
は
、
間
違
い
で
あ
ろ
う
。（
７
）

　

前
述
の
方
可
村
、
戴
震
、
紀
昀
の
一
連
の
話
が
、
合
葬
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

し
て
い
る
点
と
、
方
可
村
が
「
似
た
話
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、

三
十
二
則
の
後
よ
り
二
十
八
則
の
後
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
、
ま
た
、
方

可
村
の
話
と
三
十
二
則
の
話
に
類
似
点
は
見
出
せ
な
い
。
つ
ま
り
三
十
二
則

の
話
と
こ
の
三
名
の
寸
評
は
ま
っ
た
く
断
絶
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
王

鵬
凱
氏
に
よ
れ
ば
新
興
書
局
本
に
至
っ
て
は
、
三
十
二
則
は
方
可
村
の
話
以

下
が
欠
落
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。（
８
）
こ
の
移
動
は
祖
本
で
あ
る
嘉
慶

五
年
本
が
方
可
村
以
下
の
話
を
三
十
二
則
に
入
れ
て
い
る
た
め
そ
れ
が
正
し

い
と
し
て
も
、
原
稿
の
段
階
で
な
ん
ら
か
の
錯
簡
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
描
写
さ
れ
る
戴
震
は
章
学
誠
が
戴
震
の
人
物
像
に
つ
い
て
「
生
平

の
口
舌
勝
を
求
め
、
或
い
は
憤
爭
を
致
し
傷
雅
す
」（
９
）
と
記
し
た
と
お
り

で
あ
り
、
紀
昀
が
座
を
と
り
も
っ
て
い
る
。
こ
の
三
十
八
則
の
後
段
は
戴
震
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の
圭
角
の
あ
る
性
格
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。
最
後
に
戴
震
が
死

し
て
な
お
欲
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
霊
に
対
し
て
た
め
息
つ
き
嘆
く
と
こ

ろ
は
、『
孟
子
字
義
疏
証
』
に
お
い
て
「
欲
は
窮
む
べ
か
ら
ざ
る
も
、
有
る

べ
か
ら
ざ
る
に
非
す
」（

10
）
と
寡
欲
を
主
張
す
る
戴
震
の
思
想
を
裏
書
し
て

い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

　
　

③　
『
灤
陽
続
録
』
三　

十
則

　

乾
隆
壬
午
九
月
、
門
人
の
呉
恵
叔
が
一
人
の
扶
乩
を
す
る
も
の
を
連

れ
て
き
た
。
そ
し
て
仙
人
を
私
の
邸
内
に
あ
る
綠
意
軒
の
中
に
降
ろ
し

た
。
壇
に
書
さ
れ
た
詩
に
は
「
沈
香
亭
畔
艶
陽
の
天
、
斗
酒
曾
て
題
す

詩
百
篇
、
二
八
の
嬌
嬈
親
ら
硯
を
捧
げ
、
今
に
至
る
ま
で
身
に
御
爐
の

香
を
帶
ぶ
。
滿
城
の
楓
葉
薊
門
の
秋
、
五
百
年
前
舊
遊
に
感
じ
、
偶
々

蓬
莱
仙
子
と
遇
ひ
、
相
携
へ
て
便
ち
上
る
酒
家
の
樓
」
と
あ
っ
た
。
私

が
「
な
ら
ば
あ
な
た
は
青
蓮
居
士
な
の
か
」
と
問
う
と
、「
そ
う
だ
」

と
答
え
る
。
そ
こ
で
そ
の
場
に
い
た
趙
春
澗
が
突
然
立
ち
上
が
り
質
問

し
た
。「
大
仙
の
詩
は
斗
酒
百
篇
で
し
ょ
う
が
、
沈
香
亭
に
は
い
な
か

の
で
は
。
楊
貴
妃
は
馬
嵬
で
没
し
ま
し
た
が
、
年
齢
は
三
十
八
歳
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
十
六
歳
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
大
仙
の
足
跡
は
漁

陽
に
い
っ
た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
な
ぜ
旧
遊
に
感
じ
る
の
で
す
か
。

天
宝
か
ら
今
に
至
る
ま
で
は
、
五
百
年
以
上
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
大

仙
の
詩
は
誤
記
だ
ら
け
な
の
で
す
か
」
し
か
し
乩
は
た
だ
「
我
酔
い
て

眠
ら
ん
と
欲
す
」
の
四
字
を
示
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
再
び
こ
れ
に
問
う

て
み
た
が
、
ま
っ
た
く
動
か
な
か
っ
た
。
大
抵
乩
仙
と
い
う
も
の
は
、

単
な
る
普
通
の
霊
が
憑
依
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ほ
ん
と
う
に

乩
仙
が
憑
依
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
扶
乩
と
い
う
も
の
は
、

ほ
ぼ
吟
詠
を
理
解
す
る
人
が
そ
の
技
を
磨
い
て
こ
れ
を
行
う
よ
う
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
人
と
扶
乩
を
す
れ
ば
、
詩
を
書
く
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
人
を
変
え
れ
ば
詩
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の

詩
も
皆
愛
す
べ
き
光
景
を
詠
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
古
人
の
霊
が
壇
に
降
り
て
き
て
書
い
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
日
に
わ
か
に
春
澗
に
誤
り
を
指
摘
さ
れ
、

困
っ
て
し
ま
う
様
は
察
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
に
た
ま
た
ま
戴
庶
常

東
原
と
こ
の
話
に
な
っ
た
時
、
東
原
は
驚
い
て
「
私
も
嘗
て
別
の
一
人

が
扶
乩
を
行
っ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
李
太
白
が
降
壇
し

て
こ
の
二
詩
を
書
い
た
。
た
だ
満
城
が
満
林
と
な
り
、
薊
門
が
大
江
に

な
っ
て
い
る
点
が
相
違
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
江
湖
の

遊
士
が
こ
の
種
の
稿
本
を
も
っ
て
、
仲
間
内
で
伝
授
し
て
い
る
み
た
い

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
こ
と
も
、
難
詰
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。（

11
）

　

扶
乩
は
所
謂
日
本
の
狐
狸
狗
、
西
洋
の
ウ
イ
ジ
ャ
盤
に
近
い
交
霊
術
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
交
霊
術
は
往
々
に
し
て
詐
術
が
横
行
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
当
然
降
壇
し
て
き
た
の
は
李
白
で
は
な
く
、
術
者
に
よ
る
ま
っ
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た
く
の
虚
偽
で
あ
っ
た
。
た
だ
考
拠
学
者
の
泰
斗
と
い
わ
れ
て
い
る
紀
昀
の

周
囲
に
は
そ
の
学
に
長
じ
た
者
が
集
ま
っ
て
い
た
と
み
え
、
そ
の
場
に
い
た

趙
春
澗
が
、
扶
乩
に
よ
っ
て
降
壇
し
た
李
白
の
詩
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
如

何
に
整
合
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か
を
瞬
時
に
暴
い
て
み
せ
る
。
ま
た
後
に

紀
昀
が
戴
震
と
談
こ
れ
に
及
ん
だ
時
、
戴
震
自
身
も
こ
の
詩
を
記
憶
し
て
お

り
、
語
句
の
違
い
を
指
摘
す
る
な
ど
の
、
博
覧
強
記
ぶ
り
を
示
す
。
こ
の
話

か
ら
紀
昀
の
邸
が
考
拠
学
者
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。

二
、
怪
談
を
語
る
戴
震

　

こ
こ
で
は
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
中
で
前
章
と
は
違
い
、
戴
震
が
話
者
と
し

て
登
場
す
る
話
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　

④　
『
灤
陽
消
夏
録
』
五　

二
十
七
則

　

戴
東
原
が
語
っ
た
話
、
あ
る
時
二
人
の
儒
者
が
灯
火
の
も
と
で
対
談

し
、『
春
秋
』
に
い
う
正
月
と
は
周
の
暦
な
の
か
、
夏
の
暦
な
の
か
議

論
し
論
争
に
な
っ
た
。
議
論
は
白
熱
し
て
お
互
い
に
激
越
な
口
調
に
な

っ
て
き
た
。
す
る
と
窓
の
外
か
ら
大
き
な
た
め
息
を
つ
い
て
「
左
氏
は

周
時
代
の
人
だ
か
ら
、
周
の
正
朔
を
知
ら
な
い
わ
け
は
な
い
で
し
ょ
う
。

両
先
生
方
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
言
葉
を
費
や
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
驚
い
て
出
て
窓
の
外
を
見
る
と
、

一
人
の
小
童
が
熟
睡
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
つ
の
話
を
見
れ
ば
、儒
者
で
日
々
考
証
を
事
と
す
る
者
は「
曰

若
稽
古
」
の
講
釈
に
、
あ
る
時
は
十
四
万
言
を
費
や
す
が
、
ど
う
し
て

そ
れ
を
冥
界
か
ら
見
て
い
て
、
そ
ば
に
来
て
か
ら
か
っ
て
な
い
者
が
な

い
と
い
え
よ
う
か
。（

12
）

　

戴
震
の
語
っ
た
こ
の
話
は
、
白
熱
し
た
議
論
の
結
論
を
、
結
局
霊
に
教
え

ら
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
紀
昀
の
評
は
「
こ
の
二
つ
の
話
」
以
下
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
割
愛
し
た
が
、
二
十
七
則
は
戴
震
の
話
の
前
に
、
朱
青
雲
と

高
西
園
が
思
い
出
せ
な
か
っ
た
唐
代
の
詩
人
の
名
を
霊
に
教
え
て
も
ら
う
話

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
故
に
紀
昀
は
「
こ
の
二
話
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
紀
昀
は
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
全
盛
を
極
め
た
考
拠
学
す
ら
揶
揄

し
て
い
る
。

　
　

⑤　
『
灤
陽
消
夏
録
』
六　

十
則

　

戴
東
原
が
語
っ
た
話
、
明
代
の
末
期
に
宋
某
と
い
う
者
が
い
た
。
墓

地
を
求
め
て
歙
県
の
山
奥
に
ま
で
き
た
が
、
日
が
暮
れ
て
き
は
じ
め
、

風
雨
が
来
そ
う
に
に
な
っ
た
。
見
れ
ば
崖
下
に
洞
窟
が
あ
る
の
で
、
そ

の
中
に
入
っ
て
、
風
雨
を
し
ば
ら
く
避
け
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
洞

内
か
ら
「
こ
の
中
に
は
幽
霊
が
い
る
の
で
、
君
は
入
っ
て
き
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
人
の
声
が
聞
こ
え
る
。
宋
某
は
「
で
は
あ
な
た
は
な
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ぜ
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
私
は
霊
だ
」
と
答
え
た
。

宋
が
会
っ
て
見
た
い
と
い
う
と
。
霊
は
「
君
と
会
う
と
、
陰
陽
の
気
が

戦
っ
て
し
ま
い
、
君
は
必
ず
寒
気
が
し
て
発
熱
し
、
不
安
に
な
る
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
君
は
焚
き
火
を
し
て
自
ら
を
守
っ
た
ほ
う
が
い
い
、
ま
た

座
を
離
し
て
話
を
し
よ
う
」
宋
が
「
あ
な
た
は
霊
な
ら
墓
が
あ
る
で
し

ょ
う
。
な
ぜ
こ
ん
な
所
に
い
る
の
で
す
か
」
と
質
問
す
る
と
、「
私
は

宋
の
神
宗
の
頃
県
令
と
な
っ
た
が
、
役
人
達
が
財
貨
を
盗
み
、
出
世
を

争
う
の
が
い
や
に
な
り
、
職
を
棄
て
帰
田
し
た
の
だ
。
死
ん
だ
後
閻
魔

に
頼
ん
で
、
人
界
に
輪
廻
転
生
す
る
こ
と
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
、

来
世
の
秩
禄
に
よ
っ
て
冥
界
の
役
人
し
て
も
ら
っ
た
が
、
冥
界
で
も
財

貨
の
貪
り
と
出
世
争
い
ば
か
り
な
の
は
人
界
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
ま
た
職
を
棄
て
墓
に
帰
っ
た
の
だ
が
、
墓
に
は
多
く
の
霊
が
い
て

行
っ
た
り
来
り
し
て
騒
が
し
く
、
そ
の
う
る
さ
い
こ
と
は
こ
の
上
も
な

い
た
め
、
避
難
し
て
こ
こ
に
居
る
の
だ
。
こ
こ
は
風
雨
の
苦
し
み
や
、

寂
し
さ
に
堪
え
難
い
と
い
っ
て
も
、
官
界
の
風
波
や
、
世
間
の
落
と
し

穴
に
比
べ
れ
ば
、
忉
利
天
に
い
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
。
寂
し
く
人
の

居
な
い
山
の
中
で
年
月
を
忘
れ
、
霊
と
も
会
う
こ
と
も
な
く
何
年
た
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
自
ら
世
俗
の
関
係
か
ら
解
脱
し
、
自
然

の
理
を
思
索
で
き
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も

人
が
来
て
し
ま
っ
た
。
明
朝
引
っ
越
す
こ
と
に
し
よ
う
。
武
陵
の
漁
師

は
二
度
と
桃
源
郷
に
来
て
は
い
け
な
い
」
霊
は
話
終
わ
っ
た
あ
と
は
な

に
も
答
え
な
く
な
っ
た
。
姓
名
を
聞
い
て
も
答
え
な
い
の
で
、
宋
は
携

え
て
い
た
筆
硯
を
用
い
、
墨
で
鬼
隠
の
二
文
字
を
洞
窟
の
入
り
口
に
大

書
し
て
帰
っ
た
。（

13
）

　

こ
の
話
は
、
歙
県
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
歙
県
は
戴
震
の
故
郷
で
あ
る

休
寧
県
の
近
く
で
あ
る
。
要
す
る
に
戴
震
は
近
所
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
怪
談

の
一
つ
と
し
て
、
紀
昀
に
こ
の
話
を
披
露
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

⑥　
『
姑
妄
聴
之
』
四　

二
則

　

　

戴
東
原
が
語
っ
た
話
、
狐
が
人
家
の
空
い
て
い
る
部
屋
に
住
ん
で
い

た
。
そ
し
て
そ
こ
の
主
人
と
よ
く
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
狐
は

贈
り
物
を
し
た
り
し
、
ま
た
互
い
に
物
を
借
り
あ
う
よ
う
な
仲
で
あ

り
、
ま
る
で
隣
人
の
よ
う
な
つ
き
あ
い
を
し
て
い
た
。
あ
る
日
狐
が
主

人
に
告
げ
て
い
う
に
は
「
君
の
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
空
き
部
屋
に
、
首

吊
り
の
霊
が
昔
か
ら
住
み
着
い
て
い
た
。
君
が
近
ご
ろ
こ
の
部
屋
を
壊

し
た
た
め
、
首
吊
り
の
霊
は
居
場
所
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

私
の
所
へ
来
て
部
屋
を
奪
い
に
き
て
争
い
に
な
っ
て
い
る
。
首
吊
り
の

霊
は
時
々
そ
の
醜
い
姿
を
現
す
の
で
、
女
児
が
恐
怖
し
て
い
る
。
ま
っ

た
く
憎
む
べ
き
奴
で
あ
る
。
ま
た
祟
り
を
な
し
て
、
女
児
に
寒
熱
を
起

こ
さ
せ
た
り
す
る
。
も
う
堪
忍
で
き
な
い
。
そ
こ
で
頼
み
が
あ
る
の
だ

が
、
某
道
観
の
道
士
は
除
霊
が
で
き
る
そ
う
だ
、
君
ど
う
か
こ
の
首
吊

り
の
霊
の
害
を
除
い
て
く
れ
な
い
か
」
い
わ
れ
た
と
お
り
に
主
人
は
そ
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の
道
観
に
行
き
護
符
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
中
庭
で
護
符
を
焼
く

と
、
突
然
暴
風
が
起
こ
り
、
雷
鳴
の
よ
う
な
大
き
な
音
が
し
た
。
驚
い

て
い
る
と
屋
根
瓦
か
ら
鳥
の
鳴
く
よ
う
な
乱
れ
た
音
が
し
て
、
数
十
人

が
奔
走
し
て
何
か
を
踏
み
つ
け
る
よ
う
な
音
が
聞
こ
え
た
。
そ
し
て
屋

上
か
ら
「
私
の
計
略
は
大
失
敗
で
あ
っ
た
。
後
悔
し
て
も
仕
方
な
い
。

先
ほ
ど
神
将
が
降
臨
し
て
首
吊
り
の
霊
を
縛
っ
た
が
、
私
も
追
い
払
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。
今
そ
れ
で
君
と
は
お
別
れ
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
た
」
思
う
に
こ
の
狐
は
怒
り
に
任
せ
自
分
の
計
略
ば
か
り
を
考
え
て

い
た
の
で
、
と
も
だ
お
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
狐
を
見
て
戒
め

と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（

14
）

　

狐
霊
が
人
間
と
親
し
く
な
り
、
人
間
に
頼
ん
で
自
分
に
害
を
な
す
首
吊
り

の
霊
を
追
い
払
お
う
と
し
た
が
、
返
っ
て
依
頼
し
た
狐
霊
も
追
い
払
わ
れ
て

し
ま
う
話
で
あ
る
。
狐
霊
は
策
士
策
に
溺
れ
る
と
い
う
べ
き
結
果
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
内
容
か
ら
み
る
と
こ
の
話
は
寓
話
の
一
種
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

⑦　
『
灤
陽
続
録
』
五　

一
則

　

戴
東
原
が
語
っ
た
話
、
一
族
の
族
祖
父
に
当
た
る
某
人
物
が
、
片
田

舎
の
空
き
家
に
住
ん
だ
事
が
あ
る
。
長
い
こ
と
人
が
住
ま
な
か
っ
た
た

め
、
あ
る
人
は
幽
霊
が
出
る
と
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
某
は
声
を
励
ま

し
て
「
私
は
そ
ん
な
も
の
は
恐
れ
な
い
」
と
い
っ
て
い
た
。
夜
に
な
る

と
灯
火
の
下
に
霊
が
そ
の
姿
を
現
し
、
そ
の
陰
惨
の
気
は
肌
・
骨
を
突

き
刺
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
巨
大
な
霊
は
怒
り
声
を
あ
ら
げ
て
「
お
前
は

私
が
恐
ろ
し
く
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
。
某
が
「
そ
う
だ
」
と
返
答
す

る
と
、
霊
は
様
々
な
醜
い
形
に
変
化
し
て
見
せ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
ま

た
霊
は
「
ど
う
だ
、
こ
れ
で
も
恐
ろ
し
く
な
い
か
」
と
い
う
。
某
は
依

然
「
怖
く
な
い
」
と
答
え
る
。
霊
は
や
や
顔
色
を
和
ら
げ
て
「
私
も
絶

対
に
お
前
を
こ
こ
か
ら
叩
き
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
お
前

が
大
言
壮
語
す
る
の
が
気
に
入
ら
な
い
だ
け
な
の
だ
よ
、
お
前
が
た
だ

一
言
怖
い
と
い
え
ば
、
私
は
消
え
去
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
。
そ

れ
を
聞
い
た
某
は
怒
っ
て
「
実
際
に
お
前
な
ん
か
怖
く
な
い
、
何
で
偽

っ
て
ま
で
怖
い
な
ん
て
い
え
よ
う
か
、
お
前
の
勝
手
に
し
ろ
」
霊
は
再

三
某
に
頼
ん
だ
が
、
某
は
一
言
も
こ
た
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
霊
は
大

き
な
た
め
息
を
つ
き
「
私
は
こ
こ
に
住
ん
で
三
十
余
年
に
な
る
が
、
今

ま
で
お
ま
え
の
よ
う
な
強
情
者
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
お
前
み
た
い
な

無
知
な
奴
と
、
ど
う
し
て
同
居
で
き
よ
う
か
」
と
い
い
、
そ
の
姿
を
突

然
消
し
た
。
あ
る
人
が
こ
れ
を
批
判
し
て
「
霊
を
恐
れ
る
の
は
常
人
の

感
情
だ
ろ
う
。
し
か
も
偽
っ
て
た
だ
恐
ろ
し
い
と
い
え
ば
、
何
事
も
な

く
収
ま
る
じ
ゃ
な
い
か
。
双
方
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
え
ば
ど
う
な
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
よ
」
と
い
っ
た
。
某
は
そ
れ
に
答
え
て
「
も
し
神
通

力
の
よ
う
な
も
の
を
会
得
し
て
い
る
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
気
を
鎮
め
て

冷
静
に
魔
を
払
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る

人
間
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
気
力
に
よ
っ
て
相
手
を
凌
ぐ
方
法
し
か
な
か
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っ
た
の
だ
。
気
力
が
盛
大
で
あ
れ
ば
霊
は
迫
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
も
し
少
し
で
も
相
手
に
迎
合
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
気
力

は
衰
え
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
霊
が
乗
じ
て
く
る
。
そ
し
て
あ
の
手
こ
の

手
で
私
を
餌
食
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
私
は
そ
の
術

中
に
嵌
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
さ
っ
き
の
批
判
し
て
い
た
人
も
こ
の

話
を
聞
い
て
、
そ
れ
が
正
解
で
あ
る
と
認
め
た
。（

15
）

　

こ
の
話
は
戴
震
の
一
族
の
一
人
の
体
験
談
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
霊

で
す
ら
匙
を
投
げ
る
某
の
強
情
な
姿
勢
は
、
先
述
し
た
章
学
誠
の
い
う
戴
震

の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
戴
震
の
激
し
や
す
い
性
格
は
遺
伝
と
も
い
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
お
け
る
戴
震
に
関
す
る
部
分
を
み
て
き
た
が
、

そ
こ
に
は
学
者
と
し
て
の
戴
震
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
か
な
り
く
だ
け
た

感
じ
の
戴
震
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
話
の
内
容
は
戴
震

が
他
人
の
話
に
対
し
て
感
想
や
評
価
、
注
を
加
え
る
三
話
と
、
戴
震
自
身
が

話
者
と
な
る
四
話
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
は
③
・
⑤
・
⑦
の
三
話
は
徽
州
地

域
で
の
話
で
、
い
わ
ば
地
元
の
怪
談
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
か
し
た
ら

④
・
⑥
の
話
も
、
場
所
を
明
記
し
て
い
な
い
が
徽
州
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
た

話
の
可
能
性
も
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
紀
昀
の
ほ
う
が
著
書
の
珍
談
奇
聞

の
内
容
を
広
げ
る
た
め
に
、
戴
震
に
対
し
て
徽
州
地
方
の
話
を
要
求
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戴
震
に
関
係
し
た
こ
の
七
話
は
記
録
す

る
べ
き
も
の
と
し
て
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
採
録
さ
れ
た
。

三
、
戴
震
と
紀
昀
の
交
友
関
係

　

前
章
で
は
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
か
ら
戴
震
関
係
の
部
分
を
み
て
き
た
が
、

具
体
的
紀
昀
と
戴
震
の
か
か
わ
り
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の

点
に
つ
い
て
を
本
章
で
は
述
べ
て
い
く
。
周
知
の
如
く
紀
昀
と
戴
震
の
出
会

い
は
、
乾
隆
二
十
年
乙
亥
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
紀
昀
自
身
が
「
考
工
器

図
序
」
お
い
て
「
乾
隆
乙
亥
夏
、
余
初
め
て
戴
君
を
識
り
、
其
の
書
を
奇
と

す
」（

16
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、段
玉
裁
は
『
戴

東
原
年
譜
』
に
こ
の
年
に
戴
震
が
入
京
し
た
と
記
し
て
お
り
、ま
た
賀
治
起
・

呉
慶
栄
の
『
紀
暁
嵐
年
譜
』
こ
の
年
次
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
楊
応
芹

氏
の
「
段
著
東
原
年
譜
訂
補
」
に
は
、
戴
震
の
入
京
時
を
王
昶
の
「
戴
東
原

墓
誌
銘
」・
銭
大
昕
の
「
竹
汀
居
士
年
譜
」
の
記
述
を
証
と
し
て
、
前
年
の

乾
隆
十
九
年
甲
戌
と
す
る
。（

17
）

　

つ
ま
り
、
戴
震
は
乾
隆
十
九
年
に
入
京
し
、
翌
二
十
年
に
紀
昀
と
交
わ
り

を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戴
震
の
北
京
の
学
術
界
お
け
る
デ
ビ
ュ

ー
に
関
し
て
は
、
銭
大
昕
が
こ
れ
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
銭
大

昕
の
「
戴
先
生
震
伝
」
に
記
述
に
以
下
の
如
く
記
す
。

　

年
三
十
餘
、
策
蹇
し
て
京
師
に
至
り
、
逆
旅
に
困
み
、
饘
粥
幾
ん
ど

繼
が
ず
、
人
皆
目
し
て
狂
生
と
爲
す
。
一
日
、
其
の
著
す
所
の
書
を
攜

へ
て
予
の
齋
を
過
ぎ
り
、
談
論
す
る
こ
と
竟
日
。
既
に
し
て
去
り
、
予

之
を
目
送
し
て
、
嘆
じ
て
曰
く
、
天
下
の
奇
才
な
り
、
と
。
時
に
金
匱

の
秦
文
恭
公
恵
田
兼
ね
て
算
學
を
理
め
、
推
歩
に
精
な
る
者
を
求
む
。
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予
輒
ち
先
生
の
名
を
擧
ぐ
。
秦
公
大
い
に
喜
び
、
即
日
駕
に
命
じ
て
、

之
を
訪
ふ
。
延
き
て
其
の
邸
の
主
ら
し
め
、
與
に
觀
象
授
時
の
旨
を
講

じ
、
以
て
未
だ
聞
か
ざ
る
所
を
聞
く
と
爲
す
。
秦
公
五
禮
通
考
を
撰
し
、

往
々
其
の
説
を
採
る
。
高
郵
の
王
文
肅
公
安
國
も
亦
延
き
て
先
生
を
家

塾
に
致
し
、
其
の
子
念
孫
を
し
て
之
を
師
と
せ
し
む
。
一
時
館
閣
の
通

人
、
河
間
の
紀
太
史
昀
・
嘉
定
の
王
編
修
鳴
盛
・
青
浦
王
舎
人
昶
・
大

興
朱
太
史
筠
、
先
後
し
て
先
生
と
交
を
定
む
。
是
に
於
い
て
海
内
皆
戴

先
生
有
る
を
知
る
。（

18
）

　

こ
れ
を
み
る
と
、
銭
大
昕
の
推
薦
に
よ
り
世
間
に
戴
震
の
名
が
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
紀
昀
は
乾
隆
十
九
年
に
、
進
士
に
合
格
し
庶
吉
士
と
な
っ
て
い
る
。

紀
昀
自
身
の
言
葉
に
よ
る
「
是
の
科
最
も
人
を
得
る
と
號
す
」（

19
）
と
述
べ

る
よ
う
に
、
同
年
と
し
て
存
在
す
る
の
は
王
鳴
盛
・
銭
大
昕
・
朱
筠
・
王
昶

等
の
そ
う
そ
う
た
る
考
拠
学
者
達
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
達
が
戴
震
の

才
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。
中
で
も
紀
昀
は
特
に
親
し
く
戴
震
と
交
際
し
た

と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。『
戴
震
東
先
生
原
年
譜
』・『
紀
暁
嵐
年
譜
』
共

に
乾
隆
二
十
年
の
項
に
、「
戴
震
は
紀
昀
の
館
に
逗
留
し
、『
句
股
割
圜
記
』

を
作
っ
た
」（

20
）
と
あ
る
。
紀
昀
は
戴
震
の
『
考
工
記
図
』
を
上
梓
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
様
子
を
先
述
の
「
工
記
図
序
」
続
き
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　

其
の
書
を
奇
と
し
、
之
を
梓
に
付
さ
ん
と
欲
す
。
之
よ
り
遅
る
る
こ

と
半
載
、
戴
君
乃
ち
余
の
爲
に
先
後
の
鄭
註
を
刪
取
し
て
、
自
ら
其
の

説
を
定
め
て
以
て
補
註
を
爲
す
。
又
越
え
る
こ
と
半
載
、
書
成
る
。
仍

り
て
名
づ
け
て
考
工
記
圖
と
曰
ふ
は
、
其
の
始
め
に
從
ふ
な
り
。
戴
君

余
に
語
り
て
曰
く
、
昔
丁
卯
・
戊
辰
の
間
に
、
先
師
程
中
允
是
の
書
を

出
し
て
、
以
て
齊
學
士
次
風
先
生
に
示
す
。
學
士
一
見
し
て
歎
じ
て
曰

く
、
誠
に
奇
書
な
り
、
と
。
今
再
び
子
に
遇
ひ
之
を
奇
と
す
、
是
の
書

憾
ま
ざ
る
べ
し
、
と
。
戴
君
深
く
古
人
の
小
學
を
明
ら
か
に
す
。
故
に

其
の
考
證
制
度
、
字
義
、
漢
已
降
儒
者
及
ぶ
能
は
ざ
る
所
と
爲
る
。
是

を
以
て
之
を
聖
人
遺
經
に
求
め
、
發
明
獨
り
多
し
。（

21
）

　
『
考
工
図
記
』
は
当
時
の
考
拠
学
界
に
お
い
て
、
極
め
て
重
視
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
紀
昀
は
出
版
し
た
の
で
あ
る
。

　

余
英
時
氏
は
当
時
の
北
京
に
お
け
る
考
拠
学
運
動
中
心
人
物
に
つ
い
て

『
論
戴
震
与
章
学
誠
』
で
以
下
の
如
く
記
す
。

　

当
時
の
北
京
に
お
け
る
考
証
学
の
運
動
で
、
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た

領
袖
と
い
う
べ
き
人
物
が
朱
筠
と
紀
昀
で
あ
っ
た
。
朱
筠
は
経
学
上
宋

儒
の
「
根
拠
の
な
い
虚
構
」
と
「
仏
教
の
説
を
混
入
」
さ
せ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
批
判
し
た
。（
中
略
）
紀
昀
は
朱
筠
よ
り
も
更
に
激
烈
と

な
り
、
彼
は
乾
・
嘉
時
代
の
反
程
・
朱
学
の
第
一
の
猛
將
と
も
言
う
べ

き
存
在
で
あ
っ
た
。
紀
昀
は
四
庫
全
書
館
の
首
席
総
纂
官
で
あ
り
こ
の
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組
織
を
通
じ
て
、
彼
は
広
く
反
宋
学
的
思
潮
を
掘
り
下
げ
て
、
全
学
術

界
に
推
進
し
た
。（

22
）

　

余
氏
の
こ
の
紀
昀
に
対
す
る
記
述
は
、同
書
に
引
用
す
る
、余
嘉
錫
の
『
四

庫
提
要
弁
證
』
に
お
け
る
紀
昀
に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
、
次
の
文
言
に
基

づ
く
。

　

且
つ
自
ら
漢
學
と
名
づ
け
、
深
く
性
理
を
惡
み
、
遂
に
峻
詞
醜
詆
、

宋
儒
を
攻
撃
し
て
、
其
の
書
を
細
讀
す
る
を
肯
へ
ん
ぜ
ず
。（

23
）

　

つ
ま
り
、
余
氏
は
こ
れ
を
以
て
紀
昀
を
「
反
程
・
朱
学
の
猛
将
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
朱
筠
に
つ
い
て
も
余
氏
は
「
反
理
学
」
的
学
者
と
し

て
い
る
が
、
王
昶
の
「
翰
林
院
編
修
朱
君
墓
表
」
に
「
經
を
解
す
る
に
鄭
・

孔
を
宗
と
し
、
宋
・
元
の
諸
儒
の
説
を
兼
取
す
」（

24
）
と
あ
る
よ
う
に
理
学

に
対
し
て
攻
撃
的
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
江
藩
の
『
漢
学
師
承
記
』
に

は
「
説
經
は
漢
儒
を
宗
と
し
、
宋
・
元
諸
家
の
説
を
取
ら
ず
」（

25
）
と
あ
る

た
め
、朱
筠
を
「
反
理
学
」
の
徒
と
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
漆
永
祥
氏
に
よ
る
と
江
藩
が
王
昶
の
文
を
敢
え
て
改
め
た
と
し
て
い

る
。（

26
）
つ
ま
り
紀
昀
・
朱
筠
と
も
に
考
拠
学
を
主
と
し
て
い
た
が
、
真
っ

向
か
ら
理
学
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

余
氏
は
戴
震
の
思
想
に
つ
い
て
乾
隆
十
九
年
以
前
に
理
学
へ
の
批
判
は
な

く
、
そ
れ
以
降
反
理
学
へ
の
思
想
的
転
機
に
紀
昀
と
恵
棟
の
影
響
が
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
。（

27
）
先
述
し
た
余
氏
が
描
い
た
「
反
程
・
朱
の
猛
将
」
イ
メ

ー
ジ
は
、そ
の
後
の
紀
昀
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
余
氏
は
当
然『
四

庫
提
要
総
目
』
や
紀
昀
の
著
作
で
あ
る
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
つ
い
て
も
反

理
学
的
著
作
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　

暁
嵐
は
程
・
朱
を
『
提
要
』
の
中
で
明
ら
か
に
排
撃
し
、『
閲
微
草

堂
筆
記
』の
内
容
に
お
い
て
は
、暗
に
排
撃
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。『
筆

記
』
中
の
多
く
の
「
講
学
家
」
を
嘲
笑
す
る
話
は
、
全
て
彼
が
事
実
無

根
の
話
を
苦
労
し
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。（

28
）

　

確
か
に
こ
の
両
書
と
も
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

一
概
に
そ
う
と
も
い
え
な
い
面
も
あ
る
。

　

張
維
屏
氏
は
余
氏
の
説
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

紀
昀
自
身
は
四
庫
全
書
の
首
席
総
纂
官
と
な
り
、
乾
・
嘉
時
代
の
反

宋
学
の
主
た
る
猛
将
で
あ
っ
た
。
漢
学
の
大
本
営
で
あ
る
四
庫
館
の
組

織
を
通
じ
て
、
紀
昀
は
広
く
深
く
反
宋
思
潮
を
全
学
界
に
推
進
し
よ
う

と
し
た
。
紀
氏
と
恵
棟
及
び
銭
大
昕
・
王
鳴
盛
ら
は
、
訓
詁
名
物
の
方

面
よ
り
、
宋
儒
の
立
説
し
た
経
典
の
基
礎
を
破
壊
し
た
。
し
か
し
、
彼

ら
の
反
宋
の
言
論
は
お
よ
そ
恵
氏
の
楹
帖
に
記
さ
れ
た
、「
六
経
は
服
・

鄭
を
尊
び
、
百
行
は
程
・
朱
に
法
る
」
と
い
う
枠
組
み
の
と
お
り
に
、

何
の
益
も
な
い
漢
・
宋
の
争
い
を
進
行
さ
せ
て
い
っ
た
。（

29
）
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張
氏
は
余
氏
と
は
や
や
見
解
を
異
に
し
、
紀
昀
等
が
恵
士
奇
の
言
う
「
六

経
は
服
・
鄭
を
尊
び
、
百
行
は
程
・
朱
に
法
る
」
と
い
う
思
想
の
枠
組
み
の

中
で
、
漢
・
宋
の
争
い
が
行
わ
れ
た
と
い
う
見
解
を
示
す
。
ま
た
張
麗
珠
氏

は
ほ
ぼ
余
英
時
氏
の
説
を
踏
襲
す
る
。（

30
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
に
し
て
も
紀

昀
を
「
反
理
学
の
猛
将
」
と
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
『
閲

微
草
堂
筆
記
』
中
や
『
総
目
提
要
』
等
に
散
見
す
る
紀
昀
の
理
学
に
対
す
る

攻
撃
的
言
辞
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
近
藤
・
吉
田
両
氏
の
論
文
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

紀
昀
を
単
に
「
反
理
学
の
猛
将
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
吉
田
氏
も
引
用
す
る
「
周
易
義
象
合
纂
序
」
に
お
い
て
紀
昀
自
身

が
漢
学
・
宋
学
の
論
争
を
否
定
し
て
学
問
の
真
理
を
都
市
に
譬
え
、「
譬
へ

ば
一
都
會
な
り
、
南
門
よ
り
入
る
べ
し
。
北
門
よ
り
入
る
べ
し
。
東
門
よ
り

入
る
べ
し
。
西
門
よ
り
入
る
べ
し
。
各
々
其
の
近
き
所
の
途
よ
り
し
、
各
々

以
て
便
と
爲
す
も
、
都
會
は
則
ち
一
な
り
」（

31
）
ど
の
門
徑
よ
り
入
っ
て
も

よ
い
と
述
べ
、
ま
た
「
丙
辰
会
試
序
」
に
は
以
下
の
ご
と
く
述
べ
る
。

　

經
義
の
中
に
至
り
て
は
、
又
二
派
に
分
る
。
漢
儒
の
學
を
爲
す
者
は
、

六
書
を
沿
溯
し
、
訓
詁
を
考
求
し
、
古
義
を
し
て
復
後
世
に
明
ら
か
に

せ
し
む
、
是
一
家
な
り
。
宋
儒
の
學
を
爲
す
者
は
、
精
微
を
辨
別
し
、

異
同
を
折
衷
し
、
六
經
の
微
旨
を
し
て
羣
言
に
淆
亂
せ
ざ
ら
し
む
。
是

又
一
家
な
り
。
國
家
の
功
令
は
五
經
の
傳
註
は
宋
學
を
用
い
る
も
、
十

三
經
注
疏
も
亦
學
官
に
列
す
。
良
に
以
て
制
藝
は
義
理
を
明
ら
か
に
す

る
を
主
と
す
れ
ば
、
固
よ
り
當
に
宋
學
を
以
て
宗
と
爲
し
て
、
漢
學
を

以
て
其
の
遺
す
所
を
補
苴
し
て
其
の
太
過
を
糾
縄
す
べ
き
の
み
。（

32
）

　

こ
れ
を
み
る
と
紀
昀
は
、
科
挙
に
お
い
て
は
理
学
を
重
視
し
、
考
拠
学
は

そ
の
補
助
的
存
在
と
み
て
い
る
。

　

で
は
何
故
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
等
に
お
い
て
執
拗
な
理
学
批
判
を
展
開
し

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
王
鵬
凱
氏
は
左
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
中
に
紀
昀
の
描
い
た
儒
者
の
形
態
の
主
要
な
も

の
は
三
種
類
で
あ
っ
た
。
講
学
家
・
真
の
君
子
・
頑
固
迂
腐
な
学
究
で

あ
る
。
こ
の
三
種
類
の
儒
者
に
対
し
て
紀
昀
は
霊
や
狐
の
口
を
通
し
て

機
諷
・
賞
賛
・
揶
揄
を
加
え
た
。
中
で
も
講
学
家
の
生
態
を
最
も
多
く

描
い
て
い
る
。『
閲
微
草
堂
筆
記
』
の
中
に
は
多
く
の
講
学
家
の
話
が

出
て
く
る
。
紀
昀
は
そ
の
話
を
描
写
し
て
、
こ
れ
ら
の
講
学
家
の
空
談

高
論
、
虚
栄
心
が
強
く
負
け
ず
嫌
い
、
残
酷
で
人
情
を
理
解
し
な
い
性

格
と
道
学
に
名
を
借
り
て
行
わ
れ
る
種
々
の
醜
態
を
捉
え
て
、
余
す
こ

と
な
く
書
き
尽
く
し
た
。（

33
）

　

王
氏
は
以
下
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
中
の
儒
者
の
例
話
を
詳
細
に
三
分
類
し

て
い
る
。
そ
れ
を
み
る
と
紀
昀
は
儒
者
を
三
種
類
に
分
類
し
、
特
に
講
学
家
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の
理
学
を
盾
に
し
た
欺
瞞
に
筆
誅
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
理
学
家

で
も
人
格
的
に
優
れ
た
人
物
は
真
の
君
子
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
頑
固

迂
腐
に
は
先
述
の
二
章
の
④
に
あ
る
よ
う
な
無
用
な
考
拠
を
す
る
者
も
含
ま

れ
て
い
る
。
講
学
家
の
批
判
が
多
い
所
以
は
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
道
理
を
以

て
人
を
責
め
る
が
、
自
身
の
行
為
に
は
平
然
と
し
て
顧
み
な
い
。
こ
の
よ
う

な
人
物
は
多
く
、
現
在
で
も
往
々
に
し
て
み
る
が
、
紀
昀
に
は
そ
れ
が
様
々

な
事
件
を
起
こ
し
て
お
り
、
社
会
的
に
有
害
で
あ
る
と
感
じ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
講
学
家
批
判
が
「
反
理
学
」
的
と
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
紀
昀
は
「
情
」
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
お
り
『
閲
微
草
堂
筆
記
』

中
に
「
天
下
の
事
は
情
理
の
み
、
然
れ
ど
も
情
理
は
時
に
し
て
互
い
に
妨
げ

る
こ
と
あ
り
」（

34
）
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
吉
田
氏
は

戴
震
の
思
想
と
気
脈
を
通
じ
る
部
分
が
あ
る
と
し
て
、「
戴
震
が
「
情
」
を

主
に
経
世
家
的
な
観
点
か
ら
、
人
々
の
生
存
欲
の
総
体
と
し
て
捉
え
て
い
る

の
に
対
し
、
紀
昀
は
人
間
生
活
の
個
別
具
体
の
場
面
で
生
起
す
る
情
感
に
主

眼
を
お
い
て
、
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（

35
）
と
指
摘
す
る
。

確
か
に
紀
昀
は
「
情
」
に
お
け
る
発
言
に
関
し
て
は
、
戴
震
の
『
孟
子
字
義

疏
証
』
の
内
容
と
相
通
ず
る
面
が
あ
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
紀
昀
の
『
孟

子
字
義
疏
証
』
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、
章
炳
麟
の
「
釈
戴
」
に
は
「
紀
昀

臂
を
攘
ひ
て
之
を
扔
ち
て
、
以
て
清
浄
潔
身
の
士
を
非
り
て
、
流
汙
の
行
ひ

に
長
ず
」（

36
）
と
記
し
て
い
る
。
紀
昀
の
こ
の
言
葉
の
出
典
を
章
炳
麟
は
明

記
し
て
い
な
い
が
、
理
学
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
紀
昀
な
ら
ば
、
右
の

発
言
は
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
王
氏
は
門
下
生
で
あ
っ
た
阮
元
が

『
皇
清
経
解
』
に
『
孟
子
字
義
疏
証
』
を
収
入
し
な
か
っ
た
の
は
紀
昀
の
前

述
の
発
言
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。（

37
）

　

ま
た
紀
昀
は
考
拠
に
関
し
て
も
戴
震
と
は
異
な
る
部
分
も
あ
っ
た
。
戴
震

の
著
書
『
声
韻
考
』
で
等
韻
の
学
に
お
い
て
戴
震
は
孫
炎
を
鼻
祖
と
す
る
の

に
対
し
、紀
昀
は
神
珙
で
あ
る
と
し
て
論
争
し
て
い
る
。「
与
余
存
吾
太
史
書
」

に
は
以
下
の
ご
と
く
記
す
。

　

安
ん
ぞ
等
韻
の
學
を
以
て
、
諸
を
神
珙
に
歸
す
る
も
、
反
り
て
孫
炎

の
末
派
旁
支
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
東
原
博
く
羣
書
を
極
む
も
、
此
の
條

は
應
ぜ
ず
見
ず
。
昀
嘗
て
此
の
條
を
擧
げ
て
東
原
を
詰
る
も
、
東
原
亦

應
ぜ
ず
記
さ
ず
。
是
の
書
を
刻
せ
し
時
仍
ほ
諱
み
て
言
は
ず
。
務
め
て

己
の
説
を
伸
ば
す
。（

38
）

　

戴
震
は
自
説
に
固
執
し
て
紀
昀
の
主
張
に
全
く
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　

親
し
く
紀
昀
の
謦
咳
に
接
し
た
で
あ
ろ
う
阮
元
は
「
紀
文
達
公
集
序
」
に

「
蓋
し
公
の
學
は
漢
・
宋
の
儒
術
の
是
非
を
辨
ず
る
に
在
り
」（

39
）
と
記
し
、

こ
れ
が
紀
昀
の
学
問
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
閲
微
草
堂
筆
記
』
中
の
戴
震
に
関
す
る
部
分
と
紀
昀
と
戴
震
の

思
想
的
差
異
を
概
観
し
て
き
た
。
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『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
採
録
さ
れ
た
戴
震
が
登
場
す
る
話
は
、
そ
の
勝
気

な
性
格
や
博
覧
強
記
ぶ
り
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
話
者
と
し
て
語
っ
た
内
容
は

徽
州
関
係
の
話
多
い
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
怪
談
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に

は
思
想
的
な
論
の
展
開
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は

両
者
の
親
密
な
関
係
が
窺
え
る
。
戴
震
が
紀
昀
の
邸
宅
に
滞
在
し
て
い
た
こ

と
が
明
確
に
で
き
る
の
は
、
乾
隆
二
十
年
、
乾
隆
二
十
四
年
、
乾
隆
三
十
八

年
で
あ
る
。
紀
昀
が
「
昀
の
家
に
主
る
こ
と
前
後
十
年
に
幾
し
」（

40
）
と
い

う
の
は
こ
の
間
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。乾
隆
二
十
年
は
前
述
し
た『
考

工
図
記
』
出
版
に
関
し
て
、
二
十
四
年
は
史
栄
の
『
風
雅
遺
音
』
を
出
版
し

た
時
で
、
楊
応
芹
氏
の
『
段
著
東
原
年
譜
訂
補
』
は
こ
の
こ
と
を
記
し
て
は

い
な
い
。
乾
隆
三
十
八
年
は
紀
昀
等
の
推
薦
で
挙
人
で
あ
り
な
が
ら
四
庫
全

書
の
参
修
官
に
充
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
に
戴
震
は
入
京
後
の
十
月
三

十
日
、
段
玉
裁
宛
の
書
簡
に
お
い
て
「
僕
今
暫
く
紀
公
の
處
に
寓
す
」（

41
）

と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
戴
震
は
乾
隆
四
十
年
に
特
別
に
同
進
士
出
身
を
賜

り
、翰
林
院
庶
吉
士
を
授
け
ら
れ
、同
四
十
二
年
に
五
十
五
歳
で
没
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
紀
昀
は
戴
震
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
り
、
よ
き
協

力
者
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
交
友
関
係
の
中
か
ら

『
閲
微
草
堂
筆
記
』
に
戴
震
の
話
等
が
採
録
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
余
英
時
氏
の
ご
と
く
紀
昀
が
戴
震
の
思
想
に
多
大

な
る
影
響
を
与
え
た
と
す
る
見
解
が
「
反
理
学
」
と
い
う
も
の
を
軸
に
し
て

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
見
軌
を
一
に
す
る
が
ご
と
く
に
み
え
る
両
者
の
思
想
も
仔
細

に
み
て
ゆ
く
と
、
見
解
を
異
に
に
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
紀
昀
の
思
想
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
漢
宋
持
平
の
立
場
で
あ

っ
た
の
で
、
戴
震
に
反
理
学
の
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
ち
ろ

ん
紀
昀
の
講
学
家
批
判
は
耳
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
戴
震
の
反

理
学
思
想
は
紀
昀
と
は
別
の
立
場
か
ら
の
見
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
な
れ
ば
紀
昀
が
『
孟
子
字
義
疏
証
』
に
対
し
て
「
清
浄
潔
身
の
士

を
非
り
て
、
流
汙
の
行
い
に
長
ず
」
と
批
判
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
い
え

る
。
既
述
し
た
よ
う
に
考
拠
に
関
し
て
も
紀
昀
は
戴
震
の
『
声
韻
考
』
の
議

論
に
つ
い
て
も
両
者
は
見
解
を
異
に
し
、
戴
震
が
持
論
を
曲
げ
ず
に
出
版
し

た
こ
と
に
対
し
遺
憾
の
意
を
表
す
る
こ
と
も
あ
り
、
紀
昀
と
戴
震
の
思
想
は

懸
隔
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に
理
学
に

つ
い
て
の
認
識
の
相
違
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
紀
昀

は
思
想
的
に
理
学
肯
定
派
で
あ
り
「
六
経
は
服
・
鄭
を
尊
び
、
百
行
は
程
・

朱
に
法
る
」
と
い
う
範
囲
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注

　 

（
１
）
近
藤
光
男
「
四
庫
全
書
と
紀
昀
」『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
所
収　

一
九
八
七
年　

研
文
出
版
社　

八
六
頁　

吉
田
純　
「
紀
昀
と
『
閲

微
草
堂
筆
記
』」『
清
朝
考
証
学
の
群
像
』
所
収　

二
〇
〇
六
年　

創

文
社　

七
三
頁　

 

（
２
）
仰
彌
「
関
於
紀
文
達
」『
中
国
近
三
百
年
学
術
思
想
論
集
』
所
収　
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一
九
七
八
年　

存
粹
社　

一
五
三
頁　

 
（
３
）
余
英
時
『
論
戴
震
與
章
學
誠
』
一
九
九
六
年　

東
大
図
書
公
司　

一

二
六
～
一
二
七
頁

 （
４
）
吉
田
純　

前
掲
書　

九
二
頁

 

（
５
）
紀
昀　
『
閲
微
草
堂
筆
記　

会
校
・
会
注
・
会
評
』
呉
波　

尹
海
江

　

曽
紹
皇　

張
偉
麗
輯
校　

二
〇
一
二
年　

鳳
凰
出
版
社　

五
四
〇

頁

 

（
６
）
紀
昀　

前
掲
書　

五
八
六
～
五
八
七
頁　

前
半
の
話
は
要
約
し
て
訳

し
た
。

 （
７
）
紀
昀　

前
掲
書　

五
八
三
～
五
八
四
頁

 

（
８
）
王
鵬
凱　
『
紀
昀
研
究
論
述
』
二
〇
〇
九
年　

文
史
哲
出
版
社　

十

九
頁

 

（
９
）
章
学
誠　
『
文
史
通
義
校
注
・
校
讎
通
義
校
注
』
二
〇
〇
二
年　

頂

淵
文
化
事
業
有
限
公
司　

二
七
六
頁

 

（
10
）
戴
震　
『
戴
震
全
書
』
巻
六　

二
〇
一
二
年　

黄
山
書
社　
　

一
六

〇
頁

 （
11
）
紀
昀　
『
閲
微
草
堂
筆
記　

会
校
・
会
注
・
会
評
』　

五
八
三
頁　

 （
12
）
紀
昀　

前
掲
書　

二
〇
六
頁

 （
13
）
紀
昀　

前
掲
書　

二
三
九
頁

 （
14
）
紀
昀　

前
掲
書　

九
〇
六
頁

 （
15
）
紀
昀　

前
掲
書　

一
〇
四
八
頁

 

（
16
）
紀
昀　
『
紀
文
達
公
遺
集
』『
儒
藏
』
精
華
編
第
二
七
五
冊
所
収　

二

〇
一
一
年　

北
京
大
学
出
版
社　

一
六
四
頁

 （
17
）
戴
震　

前
掲
書　

巻
七　

一
四
五
頁

（
１
８
）
戴
震　

前
掲
書
巻
七　

十
五
～
十
六
頁　
「
年
三
十
餘
、
策
蹇
至
京

師
、
困
於
逆
旅
、
饘
粥
幾
不
繼
、
人
皆
目
爲
狂
生
。
一
日
、
攜
其
所

著
書
過
予
齋
、
談
論
竟
日
。
既
去
、
予
目
送
之
、
嘆
曰
、
天
下
奇
才
。

時
金
匱
秦
文
恭
公
恵
田
兼
理
算
學
、
求
精
於
推
歩
者
。
予
輒
擧
先
生

名
。
秦
公
大
喜
、
即
日
命
駕
訪
之
。
延
主
其
邸
、
與
講
觀
象
授
時
之

旨
、
以
爲
聞
所
未
聞
。
秦
公
撰
五
禮
通
考
、
往
々
採
其
説
。
高
郵
王

文
肅
公
安
國
亦
延
致
先
生
家
塾
、
令
其
子
念
孫
師
之
。
一
時
館
閣
通

人
、
河
間
紀
太
史
昀
・
嘉
定
王
編
修
鳴
盛
・
青
浦
王
舎
人
昶
・
大
興

朱
太
史
筠
、
先
後
與
先
生
定
交
。
於
是
海
内
皆
知
有
戴
先
生
矣
」

 （
19
）
紀
昀　

前
掲
書　

三
五
〇
頁

 

（
20
）
戴
震　

前
掲
書　

巻
七　

一
四
五
頁　

賀
治
起
・
呉
慶
栄　
『
紀
曉

嵐
年
譜
』
一
九
九
三
年　

書
目
文
献
出
版
社　

十
九
頁

 

（
21
）
紀
昀　

前
掲
書　

一
六
四
頁
「
奇
其
書
、
欲
付
之
梓
に
付
。
遅
之
半

載
、
戴
君
乃
爲
余
刪
取
先
後
鄭
註
、
而
自
定
其
説
以
爲
補
註
。
又
越

半
載
、
書
成
。
仍
名
曰
考
工
記
圖
、
從
其
始
。
戴
君
語
余
曰
、
昔
丁

卯
・
戊
辰
間
、
先
師
程
中
允
出
是
書
、
以
示
齊
學
士
次
風
先
生
。
學

士
一
見
而
歎
曰
、
誠
奇
書
也
。
今
再
遇
子
奇
之
、
是
書
可
不
憾
。
戴

君
深
明
古
人
小
學
。
故
其
考
證
制
度
、
字
義
、
爲
漢
已
降
儒
者
所
不

能
及
。
以
是
求
之
聖
人
遺
經
、
發
明
獨
多
」

 （
22
）
余
英
時　

前
掲
書　

一
二
六
頁
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（
23
）
余
嘉
錫　
『
四
庫
提
要
弁
證
』　

一
九
八
〇
年　

中
華
書
局　

五
一
頁

「
且
自
名
漢
學
、
深
惡
性
理
、
遂
峻
詞
醜
詞
、
攻
撃
宋
儒
、
而
不
肯

細
讀
其
書
」

 

（
24
）
銭
儀
吉　
『
清
朝
碑
伝
全
集
』
巻
一　

一
九
八
四
年　

大
化
書
局　

六
四
一
頁

 

（
25
）
江
藩
纂　

漆
永
祥
箋
釈　
『
漢
学
師
承
記
箋
釈
』
二
〇
〇
六
年　

上

海
古
籍
出
版
社　

四
二
八
頁

 （
26
）江
藩
纂　

漆
永
祥
箋
釈　

前
掲
書　

漆
永
祥
氏
は
箋
釈
に
お
い
て「
江

氏
此
数
句
、
採
自
王
昶
墓
表
、
然
曲
改
其
意
」
と
述
べ
て
い
る
。

 （
27
）
余
英
時　

前
掲
書　

一
二
七
頁　

 （
28
）
余
英
時　

前
掲
書　

一
二
六
頁　

 

（
29
）
張
維
屏　
『
紀
昀
与
乾
嘉
学
術
』　

一
九
九
八
年　

国
立
台
湾
大
学
文

史
叢
刊　

五
六
頁

 

（
30
）
張
麗
珠　
『
清
代
新
義
理
学
』
二
〇
〇
三
年　

里
仁
書
局　
　

八
四

頁

 （
31
）
紀
昀　

前
掲
書　

一
六
〇
頁

 

（
32
）
紀
昀　

前
掲
書　

一
五
五
頁　
「
至
經
義
之
中
、
又
分
二
派
。
爲
漢

儒
之
學
者
、
沿
溯
六
書
、
考
求
訓
詁
、
使
古
義
復
明
於
後
世
、
是
一

家
也
。
爲
宋
儒
之
學
者
、
辨
別
精
微
、
折
衷
異
同
、
使
六
經
微
旨
不

淆
亂
於
羣
言
。
是
又
一
家
也
。
國
家
功
令
、
五
經
傳
註
用
宋
學
、
而

十
三
經
注
疏
亦
列
學
官
。
良
以
制
藝
主
於
明
義
理
、
固
當
以
宋
學
爲

宗
、
而
以
漢
學
補
苴
其
所
遺
、
糾
縄
其
太
過
耳
」

 （
33
）
王
鵬
凱　

前
掲
書　

一
九
三
頁

 （
34
）
紀
昀　
『
閲
微
草
堂
筆
記　

会
校
・
会
注
・
会
評
』　

八
〇
六
頁

 （
35
）
吉
田
純　

前
掲
書　

八
二
頁　

 （
36
）
戴
震　

前
掲
書　

巻
七　

四
二
九
頁

 （
37
）
王
鵬
凱　

前
掲
書　

一
五
七
頁

 

（
38
）
紀
昀　
『
紀
文
達
公
遺
集
』　

二
八
二
頁　
「
安
得
以
等
韻
之
學
歸
諸

神
珙
、
反
謂
爲
孫
炎
之
末
派
旁
支
哉
。
東
原
博
極
羣
書
、
此
條
不
應

不
見
。
昀
嘗
擧
此
條
詰
東
原
、
東
原
亦
不
應
不
記
。
而
刻
是
書
時
仍

諱
而
不
言
。
務
伸
己
説
」

 （
39
）
阮
元　
『
揅
経
室
集
』
一
九
九
三
年　

中
華
書
局　

六
七
九
頁

 （
40
）
紀
昀　

前
掲
書　

二
八
二
頁

 （
41
）
戴
震　

前
掲
書　

巻
七　

一
六
六
頁



269 九 州 女 子 大 学 紀 要 第52巻２号

JiY
un’s “Y

uew
eicaotungbiji” and D

ai Z
hen

Shinji W
AKAM

ATSU
D

iv
ision

 of G
en

eral E
du

cation

K
y
u
sh

u
 W

om
en ’s U

n
iv

ersity

1-1 Jiy
u
g
aoka, Y

ah
atan

ish
i-ku

, K
itaky

u
sh

u
-sh

i

807-8586, Japan

N
o E

n
g
lish

 abstract




