
論
説

方
観
承
と
そ
の
時
代

ー
乾
隆
期
に
お
け
る
一
知
識
人
官
僚
の
生
涯
1

黛

武
　
彦

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
中
国
前
近
代
の
知
識
人
の
存
在
形
態
の
一
事
例
と
し
て
、
清
代
康
煕
期
に
生
ま
れ
、
乾
隆
期
に
漢
人
の
地
方
行
政
官
と
し

て
多
く
の
事
績
を
残
し
た
方
観
承
と
い
う
人
物
を
採
り
上
げ
る
。
清
代
に
お
い
て
、
漢
人
知
識
人
は
科
挙
を
通
じ
て
任
官
す
る
の
が
通

例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
「
布
衣
」
か
ら
い
き
な
り
任
官
し
て
、
つ
い
に
は
太
子
太
保
直
隷
総
督
に
ま
で
累
進
し
、
そ
の
職
務
を

約
二
十
年
務
め
た
。
安
定
期
で
あ
る
清
朝
中
期
に
お
い
て
は
類
例
を
み
な
い
そ
の
特
異
な
経
歴
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
を
詳
細
に
み
て

い
き
、
当
時
の
知
識
人
の
あ
り
方
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
宋
代
以
降
、
士
大
夫
．
知
識
人
が
文
官
と
し
て

広
大
な
領
域
の
支
配
を
行
っ
た
中
国
の
も
つ
個
性
の
理
解
を
可
能
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
、
方
観
承
の
生
涯
を
追
い
つ
つ
、
彼
の
後
半
生
が
乾
隆
前
半
期
の
行
政
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
清
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朝
の
政
治
と
行
政
と
い
う
視
点
か
ら
の
事
例
分
析
を
、
全
体
の
基
軸
と
な
る
論
点
と
し
た
い
。
従
来
、
乾
隆
期
の
政
治
状
況
に
つ
い
て

は
、
特
に
日
本
の
研
究
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
「
乾
隆
盛
世
」
と
い
え
ば
、
世
に
瞼

妥
し
た
表
現
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
康
煕
の
寛
容
と
雍
正
の
厳
格
の
折
衷
」
「
南
巡
・
外
征
に
よ
る
浪
費
」
、
「
『
四
庫
全
書
』
編
纂
と

思
想
統
制
」
「
後
期
の
政
治
の
弛
緩
と
和
坤
の
専
横
」
と
い
っ
た
事
実
が
並
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
考
察
が
進
め
ら
れ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
も
、
特
に
乾
隆
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
ま
で
に
か
け
て
の
政
治
状
況
・
政
治
過
程
・
行
政
の
あ
り
方

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
常
に
考
察
を
加
え
、
単
な
る
個
人
の
事
績
紹
介
に
終
始
し
な
い
よ
う
に
、
以
下
の
叙

述
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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方
観
承
の
出
自
と
幼
少
～
青
年
時
代

　
康
煕
三
十
七
（
一
六
九
八
）
年
、
清
朝
は
す
で
に
三
藩
の
乱
を
鎮
圧
、
台
湾
の
鄭
氏
政
権
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
中
国
本
土
支
配
は
安
定

期
を
迎
え
て
い
た
。
・
の
年
の
八
月
＋
日
（
西
暦
九
月
＋
三
日
）
・
京
師
近
郊
直
隷
省
の
通
州
に
お
い
て
方
観
承
は
生
ま
勉
・
字
は

遽
谷
。
号
は
宜
田
・
門
　
苧
。
本
籍
は
安
徽
省
桐
城
県
で
・
い
わ
ゆ
る
桐
城
方
氏
2
．
挽
で
あ
る
・
曾
祖
父
は
方
謙
・
祖
父
は
方
蔑
・

　
　
　
（
6
）

父
は
方
式
済
。
祖
父
等
と
と
も
に
幼
少
期
よ
り
南
京
に
僑
居
し
て
い
た
。

　
康
煕
四
十
九
（
一
七
一
〇
）
年
、
満
十
二
才
の
時
に
、
祖
父
・
父
が
文
字
の
獄
の
一
つ
で
あ
る
戴
名
世
の
南
山
集
の
獄
に
連
座
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

康
煕
五
十
二
年
に
は
黒
龍
江
に
流
刑
と
な
っ
た
。
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
方
観
承
は
当
初
南
京
の
清
涼
山
寺
に
寄
食
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
が
、
該
寺
の
僧
は
彼
の
非
凡
さ
を
認
識
し
て
厚
遇
し
た
と
い
う
。
そ
の
冬
、
方
観
承
は
兄
観
永
と
と
も
に
南
京
を
離
れ
北
上
し
山
海

関
を
出
て
康
煕
五
十
四
年
に
祖
父
達
の
流
刑
地
で
あ
る
ト
魁
（
現
齊
齊
冶
爾
）
に
至
り
、
と
も
に
生
活
を
す
る
。
そ
こ
で
は
読
書
と
詩



作
の
他
に
自
ら
鋤
を
も
っ
て
耕
作
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
扶
養
の
費
用
を
補
う
た
あ
兄
弟
は
ト
魁
を
離
れ
奉
天
督
学
の
幕
友
と
な
る
な

ど
し
妃
・
康
煕
五
＋
六
年
の
祖
父
゜
父
の
没
後
・
益
々
困
窮
し
・
南
北
各
地
の
往
来
遍
歴
を
重
ね
る
▼
・
と
と
馳
・
し
か
し
・
・
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

験
に
よ
り
「
南
北
の
随
塞
及
び
民
情
土
俗
の
宜
と
す
る
所
」
「
天
下
の
利
病
・
人
情
風
俗
の
当
に
設
施
す
べ
き
所
」
を
知
っ
た
と
い
う
。

文
字
通
り
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
南
北
往
来
の
経
験
が
の
ち
の
行
政
官
と
し
て
の
事
績
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
こ
の
南
北
往
来
時
の
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
筆
記
に
散
見
す
る
。
南
北
徒
歩
の
様
子
を
描
い
た
「
車
笠
之
交
」
、
ま
た
少
年
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

代
の
困
窮
の
様
子
、
そ
の
時
出
会
っ
た
庶
民
や
僧
と
の
交
流
、
さ
ら
に
は
平
郡
王
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
逸
話
は
、
複
数
の
野
史
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
典
と
な
っ
た
の
は
、
江
蘇
省
宝
応
の
人
で
あ
る
朱
彬
の
「
方
恪
敏
公
鉄
事
」
で
あ
る
。
以
下
興
味
深
い
内

容
を
含
む
の
で
煩
を
い
と
わ
ず
訳
出
す
る
。

　
「
私
（
朱
彬
、
字
は
武
曹
）
の
同
郷
で
あ
る
喬
堅
が
北
京
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
保
定
に
立
ち
寄
っ
た
。
当
時
の
直
隷
総
督

は
方
観
承
で
あ
っ
た
。
喬
堅
は
方
観
承
の
甥
で
あ
り
、
方
観
承
は
喬
堅
を
総
督
署
に
何
日
か
宿
泊
さ
せ
た
。
あ
る
夜
酒
席
で
喬
堅
は
失

意
の
様
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
何
度
科
挙
に
挑
戦
し
て
も
志
を
得
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
。
そ
の
時
方
観
承
は
『
君
は
も
の
が
食
べ
ら
れ
な

い
と
き
が
あ
っ
た
か
』
と
言
っ
た
の
で
喬
堅
は
『
あ
り
ま
せ
ん
』
と
答
え
た
。
ま
た
、
『
着
る
も
の
が
な
く
て
寒
さ
に
震
え
た
こ
と
は

あ
る
か
』
と
問
う
た
。
喬
堅
は
『
そ
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
』
と
答
え
た
。

　
方
観
承
は
笑
っ
て
『
あ
あ
、
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
憂
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
私
が
以
前
困
窮
し
て
い
る
と
き
、
京
師
に
行
こ

う
と
し
た
が
、
途
中
江
蘇
の
宝
応
に
至
っ
て
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
年
は
ま
さ
に
暮
れ
ん
と
す
る
と
き
で
、
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ

な
か
、
た
っ
た
一
着
の
破
れ
た
長
抱
を
き
て
い
る
だ
け
で
、
履
き
物
も
前
後
が
破
れ
て
い
た
。
君
の
母
（
喬
堅
の
母
）
に
お
金
を
借
り

て
北
上
の
旅
を
つ
づ
け
よ
う
と
、
や
っ
と
門
に
至
っ
た
と
こ
ろ
、
門
番
の
僕
人
達
は
衣
冠
と
も
に
整
っ
て
お
り
、
門
の
両
わ
き
に
列
び

座
っ
て
い
た
。
私
は
し
ば
ら
く
迷
っ
た
が
意
を
決
し
て
門
に
入
ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
門
僕
の
一
人
が
私
に
『
お
ま
え
は
何
を
し
に
来
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た
の
だ
』
と
詰
問
し
た
の
で
『
親
戚
を
訪
ね
に
き
た
の
だ
』
と
言
っ
た
。
門
僕
は
笑
っ
て
『
ど
こ
に
お
ま
え
の
よ
う
な
親
戚
が
い
よ
う

か
。
な
か
に
は
い
っ
て
何
か
盗
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
』
と
言
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
自
分
の
様
子
を
み
る
と
ま
さ
に
乞
食
の
よ
う

で
、
君
の
母
親
に
会
い
に
来
た
の
だ
と
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
の
こ
と
で
君
の
母
に
や
っ
か
い
を
か
け
る
の
を
恐
れ
て
、
つ
い
に
立
ち

去
る
こ
と
に
し
た
。

　
そ
こ
で
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
き
東
に
曲
が
り
西
に
曲
が
り
、
一
里
ば
か
り
歩
く
と
、
盧
家
巷
と
い
う
と
こ
ろ
に
至
っ
た
。
巷
の
門
か
ら
南

北
に
大
通
り
を
な
し
、
商
人
達
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
一
軒
の
肉
屋
が
あ
っ
た
。
肉
屋
は
肉
を
切
る
た
び
に
隣
近
所
の
店

に
頼
ん
で
数
を
記
録
さ
せ
た
が
、
何
度
も
何
度
も
行
き
来
す
る
の
で
店
を
出
し
て
い
る
者
た
ち
は
と
て
も
い
や
が
っ
て
い
た
。
私
が
柱

に
も
た
れ
て
笑
っ
て
み
て
い
る
と
、
肉
屋
は
『
お
ま
え
は
何
者
だ
。
字
を
書
く
の
は
肉
を
切
る
よ
う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
』
と

言
っ
た
。
私
は
撲
手
し
て
『
あ
な
た
を
嘲
笑
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
お
り
ま
し
た
。

私
は
字
を
知
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
も
し
あ
な
た
さ
え
よ
け
れ
ば
代
わ
り
に
労
を
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
』
と
言
う
と
、
肉
屋
は
喜
ん

で
『
な
ん
と
あ
な
た
は
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
』
と
言
っ
た
。
そ
し
て
紙
と
筆
を
借
り
て
机
に
置
い
た
。
肉
屋
が
肉
を
切
っ
て

重
さ
を
量
る
と
、
口
頭
で
数
を
言
っ
た
。
私
は
筆
を
奮
っ
て
そ
れ
を
書
く
と
し
ば
ら
く
し
て
数
十
枚
に
な
っ
た
。
肉
屋
は
笑
っ
て
『
あ

な
た
が
字
を
書
く
の
は
私
が
肉
を
切
る
の
よ
り
は
る
か
に
速
い
』
と
言
っ
た
。
日
が
暮
れ
る
頃
に
な
り
、
肉
屋
は
売
れ
残
り
を
担
い
で

行
こ
う
と
し
た
と
き
、
私
を
顧
み
て
『
あ
な
た
は
食
事
が
ま
だ
で
し
ょ
う
。
私
の
家
に
お
い
で
下
さ
い
』
と
言
っ
た
。
私
は
肉
屋
に
つ

い
て
い
っ
て
数
百
歩
す
す
む
と
、
門
は
河
畔
に
臨
み
、
茅
葺
き
の
三
間
の
家
だ
っ
た
。
十
八
～
九
の
娘
が
門
に
迎
え
に
来
た
。
肉
屋
は

妻
を
呼
び
『
お
客
さ
ん
を
招
い
た
の
で
早
く
食
事
に
し
ろ
』
と
言
っ
た
。
私
は
そ
の
姓
を
を
尋
ね
胡
姓
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
彼
も

ま
た
私
の
身
の
上
を
問
い
返
し
た
と
こ
ろ
、
『
緒
紳
官
家
の
ご
出
身
で
あ
っ
た
の
か
』
と
嘆
息
し
た
。
私
を
上
座
に
す
え
、
し
ば
ら
く

し
て
一
壺
の
酒
を
持
っ
て
き
て
、
娘
に
命
じ
て
温
め
さ
せ
た
。
明
か
り
を
も
っ
て
き
て
妻
と
娘
も
席
を
と
も
に
し
た
。
そ
し
て
『
幸
い
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あ
な
た
は
う
ち
に
馴
染
ん
で
い
た
だ
け
た
よ
う
だ
。
私
は
老
い
、
息
子
も
い
ま
せ
ん
。
も
う
す
ぐ
正
月
で
と
て
も
忙
し
い
が
手
伝
っ
て

く
れ
る
仲
間
も
い
ま
せ
ん
。
も
し
留
ま
っ
て
年
を
越
し
て
か
ら
出
発
し
て
い
た
だ
け
た
ら
、
十
分
な
御
礼
を
し
た
い
の
で
す
が
』
と
言

っ
た
の
で
、
私
は
『
私
は
困
窮
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
態
で
す
。
あ
な
た
が
私
を
留
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
な
る
こ
と
で
す
』

と
応
え
た
。
肉
屋
は
大
い
に
喜
び
、
壺
の
中
の
漬
け
物
を
肴
に
し
、
肉
を
切
り
分
け
て
は
大
皿
に
盛
っ
て
喰
ら
っ
た
。
こ
の
時
の
酒
の

楽
し
さ
は
今
こ
う
や
っ
て
畿
輔
を
治
め
て
い
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
愉
快
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
食
事
が
終
わ
る
と
門
の
扉
を
寝
床
と

し
、
草
の
む
し
ろ
を
上
に
し
い
て
布
で
覆
い
、
そ
こ
で
寝
た
。
肉
屋
は
翌
朝
、
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
私
を
起
こ
し
た
。
そ
し

て
数
を
記
し
て
記
帳
す
る
こ
と
が
日
課
と
な
っ
た
。
大
晦
日
、
肉
屋
は
初
め
の
日
の
よ
う
に
酒
の
席
を
用
意
し
た
。

　
元
日
、
私
が
起
き
て
服
を
着
て
み
る
と
、
も
と
の
服
で
は
な
く
、
青
い
布
の
新
し
い
上
着
で
、
肌
着
と
綿
入
れ
ズ
ボ
ン
は
う
ち
も
外

も
き
れ
い
に
整
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
靴
下
と
靴
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
私
は
驚
い
て
拝
謝
し
た
。
肉
屋
は
笑
っ
て
『
あ
な
た
は
こ
れ
か

ら
官
に
な
ら
れ
る
お
方
、
こ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
は
も
の
の
数
に
は
入
り
ま
せ
ん
』
と
言
っ
た
。
年
あ
け
て
五
日
後
、
私
が
出

発
し
よ
う
と
す
る
と
、
『
今
は
元
宵
節
に
む
け
て
と
て
も
に
ぎ
や
か
で
混
雑
し
て
い
ま
す
。
よ
か
っ
た
ら
十
数
日
出
発
を
延
期
さ
れ
ま

せ
ん
か
』
と
言
っ
た
。
私
は
と
て
も
感
激
し
、
そ
の
言
葉
に
従
っ
た
。
望
日
の
後
、
出
発
し
よ
う
と
す
る
と
、
肉
屋
は
『
も
と
よ
り
あ

な
た
を
お
留
め
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
ま
し
た
』
と
言
っ
て
、
ま
た
酒
の
席
を
も
う
け
、
饅
と
し
た
。
翌
日
私

に
袋
を
ひ
と
つ
与
え
、
布
団
と
四
千
文
の
銅
銭
を
こ
れ
に
納
め
た
。
私
を
川
辺
に
送
り
、
私
が
脆
拝
す
る
と
、
肉
屋
も
ま
た
脆
拝
し
た
。

船
が
山
東
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
残
り
の
銭
は
数
百
文
に
な
っ
て
い
た
が
、
北
か
ら
来
た
過
去
の
知
人
が
一
銭
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
半
分
与
え
た
。

　
そ
の
後
皇
帝
の
聖
恩
に
よ
り
、
今
の
私
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
皆
胡
さ
ん
の
御
陰
で
あ
る
。
そ
の
後
、
直
隷
布
政
使
に
な
っ
た
と
き
、

人
を
遣
わ
し
て
千
金
を
も
っ
て
彼
の
徳
に
報
い
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
使
い
の
者
に
は
『
も
し
お
こ
し
い
た
だ
け
る
の
な
ら
、
輿
と
馬
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を
用
意
し
て
総
督
署
に
お
迎
え
す
る
よ
う
に
』
と
念
を
押
し
た
。
使
い
が
盧
家
巷
の
門
巷
に
至
っ
た
が
、
そ
こ
は
す
で
に
さ
び
れ
て
い

て
、
胡
夫
婦
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
。
娘
が
誰
に
嫁
ぎ
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
』
方
観
承
は
こ
こ
ま
で
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

す
と
涙
を
流
し
た
。
座
客
は
み
な
容
を
正
し
、
喬
堅
は
は
っ
と
我
に
か
え
り
自
分
の
至
ら
な
さ
を
悟
っ
た
。
」

　
以
上
は
、
少
年
時
代
の
苦
労
話
で
あ
る
が
、
祖
父
と
父
が
流
罪
に
な
っ
た
と
き
に
十
二
才
で
あ
っ
た
方
観
承
は
、
す
で
に
知
識
人
の

家
、
さ
ら
に
詩
人
輩
出
の
家
の
出
身
者
と
し
て
、
一
通
り
の
学
習
を
終
え
、
基
本
的
な
古
典
や
詩
文
作
成
の
教
養
は
身
に
つ
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
外
見
は
と
も
か
く
、
そ
の
教
養
を
知
っ
た
肉
屋
か
ら
は
知
識
人
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
、
さ
ら
に
、

そ
の
境
遇
と
出
身
を
聞
い
た
肉
屋
は
、
糟
紳
官
家
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
彼
の
属
性
と
し
て
認
め
て
い
る
。
恐
ら
く
は
「
気
」
の
連
続

と
し
て
観
念
さ
れ
る
人
格
の
連
続
性
（
官
で
あ
っ
た
祖
父
た
ち
の
人
格
の
連
続
性
）
を
想
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
方
観
承
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
「
罪
人
の
子
」
、
つ
ま
り
賎
視
さ
れ
る
べ
き
人
間
の
子
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
。
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
賎
視
さ
れ
る
側
で
あ

る
門
撲
か
ら
相
手
に
さ
れ
ず
、
ま
た
、
必
ず
し
も
賎
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
指
考
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
官

界
へ
の
門
戸
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
屠
戸
に
助
け
ら
れ
る
。
（
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
儒
林
外
史
』
第
三
回
で
挙
人
合
格
の
報
を
聞
い
て

錯
乱
し
た
萢
進
を
殴
っ
た
の
は
や
は
り
肉
屋
で
あ
っ
た
）
良
く
で
き
た
舞
台
装
置
で
の
こ
の
逸
話
は
、
社
会
の
流
動
性
と
士
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

「
身
分
」
の
連
続
性
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
置
か
れ
た
方
観
承
の
状
況
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

　
同
時
に
こ
の
話
の
明
示
さ
れ
た
主
題
は
、
不
遇
を
か
こ
つ
知
識
人
へ
の
教
訓
話
で
あ
る
。
荊
棘
の
道
で
不
平
を
抱
い
て
い
た
、
科
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
失
敗
し
続
け
る
知
識
人
に
対
し
て
も
、
一
つ
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
与
え
る
物
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
方
観
承
は
書
（
特
に
行
書
）
に
優
れ
、
詩
に
巧
み
で
、
さ
ら
に
騎
射
を
善
く
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
多
く
の
筆
記
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
詩
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
は
巧
み
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
力
は
な
い
。
こ
こ
で
は
同
時
代
の
評
価
を
一
つ
、
現
代
の
評
価
を
一
つ

紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
責
を
塞
ぎ
た
い
。
同
時
代
（
嘉
慶
期
）
の
評
価
は
挑
鼎
の
も
の
で
、
「
若
く
し
て
四
方
に
奔
走
し
発
言
は
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悲
壮
、
皇
帝
か
ら
恩
遇
を
受
け
て
か
ら
叙
述
が
温
雅
と
い
っ
た
作
風
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
清
代
の
有
数
の
詩
人
査
慎
行
に
比
す

べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
査
慎
行
が
た
だ
恩
遇
を
称
揚
し
た
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
方
観
承
の
詩
作
は
恩
遇
を
受
け
た
後
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

『
忠
梱
感
奮
の
志
、
憂
患
篤
至
の
枕
』
が
あ
り
、
む
し
ろ
唐
の
張
九
齢
に
比
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
す
る
。
現
代
の
評
価
と
し
て
は
、

「
辺
塞
の
詩
の
中
で
は
、
山
川
景
物
・
風
土
人
情
・
物
産
気
象
と
も
情
景
が
あ
り
あ
り
と
う
か
ぶ
が
ご
と
く
詳
細
に
描
か
れ
、
そ
の
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

力
は
重
厚
で
人
の
暁
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
少
年
時
代
は
楚
詩
を
愛
読
し
、
「
『
離
騒
』
を
愛
読
す
る
の
は
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ち
不
祥
で
あ
る
」
と
自
ら
言
っ
て
い
た
。
任
官
す
る
ま
で
の
少
年
時
代
か
ら
三
十
歳
前
半
ま
で
、
方
観
承
は
洞
庭
・
泰
山
・
開
封
・
杭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

州
な
ど
各
地
を
遍
歴
し
、
多
く
の
詩
作
・
詩
集
を
残
し
た
。

二
　
官
歴
と
事
績

　
（
一
）
　
布
衣
よ
り
起
家
す

　
さ
て
、
自
ら
「
罪
人
の
子
」
と
称
し
、
通
常
で
あ
れ
ば
官
途
に
着
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
方
観
承
で
あ
る
が
、
雍
正
九
（
一
七
三

一
）
年
、
満
三
十
三
歳
の
と
き
に
転
機
が
訪
れ
る
。
こ
の
年
、
族
人
の
推
薦
に
よ
り
平
郡
王
福
彰
の
藩
邸
に
入
っ
て
い
た
が
、
平
郡
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

は
観
承
の
才
能
を
見
ぬ
き
す
で
に
親
交
を
深
め
て
い
た
。
翌
十
年
雍
正
帝
に
よ
る
ジ
ュ
ン
ガ
ル
遠
征
が
行
わ
れ
た
際
、
将
軍
と
な
っ
た

平
郡
王
の
記
室
（
秘
書
）
と
な
っ
た
。
十
一
年
七
月
に
は
布
衣
を
も
っ
て
雍
正
帝
に
召
見
さ
れ
、
内
閣
中
書
舎
人
街
を
恩
授
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

こ
の
遠
征
従
軍
時
の
記
録
が
『
従
軍
雑
記
』
で
あ
る
。
遠
征
が
終
わ
る
と
、
雍
正
十
三
年
、
軍
功
に
よ
り
内
閣
中
書
（
従
七
品
）
を
実

授
さ
れ
る
。
学
位
は
監
生
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
。
田
文
鏡
・
李
衛
・
那
爾
泰
の
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
科
挙
に
と
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ
な
い
雍
正
帝
の
人
材
起
用
の
事
例
で
あ
り
、
の
ち
の
実
務
を
誠
実
に
こ
な
し
て
い
く
と
い
う
彼
の
業
績
を
み
る
と
結
果
的
に
雍
正
帝
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の
考
え
に
か
な
う
人
材
起
用
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
学
術
見
識
に
よ
る
布
衣
か
ら
の
任
用
な
ど
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
が
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

政
官
候
補
と
し
て
の
布
衣
か
ら
の
任
官
は
類
例
の
極
め
て
少
な
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

　
乾
隆
元
（
一
七
三
六
）
年
、
恩
科
で
あ
る
博
学
鴻
詞
に
窟
事
の
王
変
清
に
よ
り
推
薦
さ
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
監
試
と
な
っ
た
平
郡
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
後
ろ
盾
に
お
い
て
学
位
を
得
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
に
辞
退
す
る
。
こ
の
年
内
閣
侍
読
行
走
（
正
六
品
）
に
昇
格
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
乾
隆
二
年
十
二
月
軍
機
処
章
京
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
軍
機
処
は
乾
隆
帝
即
位
後
一
旦
廃
止
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
雍
正
帝
の
遺
命
の
大
臣

を
尊
重
す
る
服
喪
の
意
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
二
年
の
軍
機
処
の
復
活
後
、
乾
隆
帝
親
政
の
第
二
段
階
に
入
っ
た
。
こ
の
時

期
の
特
徴
は
言
路
が
開
か
れ
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
つ
ま
り
政
策
課
題
に
つ
い
て
、
言
官
以
外
か
ら
も
か
な
り
自
由
な
意
見
が
提
出
さ
れ
た
こ

　
　
（
3
0
）

と
で
あ
る
。
（
な
お
第
三
段
階
は
那
爾
泰
・
張
廷
玉
の
引
退
後
、
第
四
段
階
は
孫
嘉
澄
偽
奏
稿
事
件
以
後
和
坤
の
登
場
ま
で
を
想
定
す

る
）
方
観
承
は
ま
さ
に
こ
の
時
軍
機
章
京
と
な
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
職
は
古
典
的
教
養
よ
り
も
事
務
処
理
能
力
が
要
求
さ
れ

る
職
で
あ
り
、
方
観
承
が
い
ち
早
く
そ
の
方
面
の
才
覚
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
乾
隆
三
年
兵
部
主
事
（
正
六
品
）
に
な
り
、

の
ち
時
期
不
明
で
あ
る
が
吏
部
郎
中
（
正
六
品
）
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
一
貫
し
て
軍
機
章
京
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
政

治
の
中
枢
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
清
朝
の
政
治
課
題
が
な
ん
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
処
理
に
あ
た
っ
て
の
行
政
手
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

学
習
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
旦
ハ
体
的
事
績
は
不
明
で
あ
る
が
、
唯
一
、
乾
隆
六
年
十
一
月
、
高
斌
が
永
定
河
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
赴
い
た
と
き
に
随
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
の
官
は
吏
部
員
外
郎
（
従
五
品
）
で
あ
っ
た
。
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（
二
）
　
道
員
か
ら
監
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

　
七
年
七
月
直
隷
清
河
道
（
正
四
品
あ
る
い
は
従
四
品
）
と
な
り
、
こ
れ
よ
り
彼
の
地
方
官
と
し
て
の
履
歴
が
始
ま
る
。
清
河
道
は
保

定
・
正
定
の
二
府
、
お
よ
び
遵
化
・
翼
州
・
趙
州
・
深
州
・
定
州
・
易
州
の
各
直
隷
州
を
管
轄
す
る
分
巡
道
で
あ
る
と
同
時
に
直
隷
河



道
総
督
に
隷
し
、
猪
龍
・
拒
馬
・
淳
沽
の
諸
河
お
よ
び
東
西
淀
を
管
轄
す
る
河
官
で
も
あ
る
。
こ
の
年
の
十
二
月
、
署
総
督
吏
部
尚
書

史
胎
直
が
永
定
河
の
河
工
に
つ
い
て
乾
隆
帝
に
指
示
を
仰
い
だ
際
、
乾
隆
帝
は
史
胎
直
の
奏
に
対
す
る
旨
に
お
い
て
、
「
永
定
河
は
実

に
緊
要
に
関
わ
る
。
卿
は
明
春
に
お
い
て
方
観
承
と
協
同
し
て
、
詳
酌
し
て
こ
れ
を
為
せ
。
此
の
人
想
う
に
河
務
に
宜
な
り
。
其
の
穿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

馨
せ
ず
し
て
亦
た
条
理
有
る
な
り
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
河
務
に
関
す
る
実
績
が
少
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
こ

の
人
想
う
に
河
務
に
宜
な
り
」
と
し
て
、
そ
の
能
力
が
河
務
に
適
し
て
い
る
「
可
能
性
」
を
示
唆
し
て
い
る
。
先
述
の
高
斌
の
永
定
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

河
工
視
察
の
随
行
等
で
、
そ
の
能
力
の
一
端
が
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
清
河
道
任
内
、
彼
は
乾
隆
八
年
六
月
に
は
じ
ま
っ
た
直
隷
省
二
十
七
州
県
の
干
ば
つ
に
よ
る
流
民
へ
の
賑
位
の
実
質
的
業
務
遂
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
し
て
の
事
跡
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
方
観
承
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
現
地
に
調
査
に
赴
き
、
過
去
の
賑
位
の
事
例
を
集
め
、
詳

細
な
計
画
立
案
と
業
務
遂
行
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
記
録
が
、
方
観
承
撰
『
賑
記
』
八
巻
（
乾
隆
十
九
年
自
序
刊
）
で
あ
る
。

こ
の
過
程
で
八
年
十
月
直
隷
按
察
使
（
従
三
品
）
に
昇
任
す
る
。
乾
隆
九
年
二
月
、
大
学
士
訥
親
に
従
い
、
漸
江
の
海
塘
及
び
山
東
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

江
南
の
河
道
を
視
察
す
る
。
十
月
に
は
直
隷
布
政
使
（
従
二
品
）
に
昇
任
す
る
。
こ
の
際
、
方
観
承
は
乾
隆
帝
へ
の
謝
恩
の
為
に
陛
見

を
請
う
が
、
乾
隆
帝
は
「
汝
は
朕
の
深
知
の
人
に
係
わ
る
。
但
だ
勉
力
實
心
に
任
事
せ
よ
。
他
に
諭
す
べ
き
な
き
な
り
。
且
に
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

も
來
京
す
べ
か
ら
ず
。
明
年
便
に
随
っ
て
、
即
ち
朕
に
見
え
る
べ
き
な
り
」
と
答
え
、
す
で
に
そ
の
信
頼
度
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
そ
の
直
後
、
十
月
十
一
日
、
上
諭
に
お
い
て
乾
隆
帝
は
、
豊
年
に
あ
た
る
今
に
お
い
て
「
急
公
慕
義
の
人
」
に
余
剰
米
を
掲
輸
さ
せ

て
備
蓄
し
て
緩
急
に
備
え
さ
せ
る
た
め
義
倉
を
設
置
す
る
こ
と
を
、
当
時
の
直
隷
総
督
だ
っ
た
那
蘇
図
に
対
し
て
早
期
に
計
画
立
案
す

る
こ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
布
政
使
方
観
承
が
ほ
ぼ
主
体
と
な
っ
て
そ
の
作
業
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
方
観
承
は
「
乾
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

十
一
年
よ
り
挙
行
し
て
以
来
、
士
民
威
な
聖
主
の
閾
閻
を
簿
裕
す
る
の
徳
意
を
知
り
、
勇
躍
と
し
て
輸
将
し
已
に
成
数
を
著
わ
す
」
と
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し
て
成
功
を
示
し
、
各
県
で
は
着
々
と
義
倉
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
十
八
年
の
畿
輔
義
倉
の
完
成
に
つ
な
が
る
。

　
（
三
）
　
署
理
山
東
巡
撫
・
漸
江
巡
撫

　
布
政
使
任
期
中
の
十
一
年
九
月
か
ら
十
二
年
二
月
ま
で
山
東
巡
撫
を
署
理
す
る
が
、
こ
の
時
の
上
奏
文
が
、
方
観
承
の
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
は
じ
あ
て
確
認
で
き
、
『
方
恪
敏
公
奏
議
』
巻
一
「
撫
東
奏
議
」
に
六
件
の
奏
摺
が
残
さ
れ
て
い
る
。
数
が
少
な
い
の
で
逐
一
挙
げ

る
と
、
ω
十
一
年
十
一
月
十
二
日
、
漕
弊
対
策
、
②
十
一
月
二
十
日
、
盗
匪
対
策
、
⑧
十
二
月
八
日
、
こ
の
時
期
の
物
価
上
昇
対
策
と

し
て
の
米
穀
な
ど
の
圃
積
の
禁
止
。
ゆ
十
二
年
正
月
十
二
日
、
山
東
省
義
倉
に
つ
い
て
の
建
義
を
お
こ
な
う
。
方
観
承
が
奏
摺
の
あ
と

に
「
義
倉
規
條
」
八
条
を
準
備
し
、
こ
れ
は
の
ち
に
畿
輔
義
倉
が
完
成
し
た
と
き
の
規
条
と
か
な
り
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
ち

な
み
に
山
東
省
で
は
実
現
し
た
形
跡
は
な
い
。
⑤
正
月
二
十
一
日
、
泰
安
府
東
平
州
の
安
山
湖
の
認
墾
陞
科
案
。
結
局
陞
科
で
は
な
く

直
隷
省
河
川
の
河
灘
地
の
例
の
ご
と
く
徴
租
と
し
、
貧
民
に
耕
作
を
許
し
、
租
は
河
工
の
経
費
と
す
る
。
⑥
正
月
二
十
一
日
、
青
州
府

の
禰
河
の
洪
水
対
策
を
お
こ
な
う
。
署
理
と
は
い
え
、
巡
撫
と
し
て
一
省
の
ト
ッ
プ
に
は
じ
め
て
立
っ
た
方
観
承
が
提
議
し
た
案
件
は
、

ど
れ
も
の
ち
の
彼
の
業
績
の
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
史
的
観
点
か
ら
見
る
と
、
清
朝
の
体
制
下
で
は
、
督
撫
と
な
っ

て
は
じ
め
て
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
主
体
的
に
設
定
で
き
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
十
三
年
三
月
、
漸
江
巡
撫
（
従
二
品
、
実
質
正
二
品
）
に
昇
任
し
、
彼
の
彊
臣
と
し
て
の
正
式
な
履
歴
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
漸
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

省
で
の
業
績
は
、
特
に
海
塘
の
処
理
と
そ
れ
に
伴
う
新
し
い
耕
地
の
開
発
お
よ
び
貧
民
へ
の
支
給
が
特
筆
さ
れ
る
。
ま
た
、
海
塘
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

し
て
は
翌
十
四
年
三
月
に
『
両
漸
海
塘
通
志
』
の
編
纂
を
請
い
、
許
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
漸
江
巡
撫
の
任
期
中
の
、
十
三
年
八
月
、
乾
隆
帝
（
お
よ
び
軍
機
大
臣
）
は
こ
の
時
期
ま
で
の
河
工
に
お
い
て
功
績
の
あ
っ

た
が
す
で
に
高
齢
で
あ
っ
た
高
斌
に
対
し
て
、
そ
の
後
継
者
と
し
て
張
師
載
と
方
観
承
の
二
人
の
名
を
挙
げ
、
ど
ち
ら
が
河
務
に
適
任
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か
を
諮
問
し
て
い
る
。
高
斌
は
、
「
才
情
を
論
ず
れ
ば
方
観
承
の
方
が
優
れ
て
い
る
が
、
経
験
が
浅
い
。
誠
実
さ
を
論
ず
れ
ば
張
師
載

の
方
が
南
河
治
水
の
任
に
た
え
、
長
く
現
場
に
お
り
習
熟
し
て
い
る
の
で
、
張
を
現
場
に
派
遣
し
て
協
弁
さ
せ
て
ほ
し
い
。
こ
の
他
に

　
　
　
　
　
　
（
艇
）

は
適
任
者
は
い
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
乾
隆
帝
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
官
僚
に
も
方
観
承
の
能
力
は
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
（
四
）
　
直
隷
総
督

　
そ
し
て
、
十
四
年
七
月
直
隷
総
督
（
正
二
品
、
実
質
従
一
品
）
に
昇
任
す
る
。
こ
の
時
期
は
乾
隆
帝
の
い
わ
ゆ
る
十
大
外
征
の
開
始

の
時
期
（
乾
隆
十
九
年
よ
り
）
で
も
あ
り
、
直
隷
省
は
常
に
遠
征
の
起
点
に
当
た
り
、
ま
た
盛
京
・
木
蘭
・
東
巡
・
南
巡
等
の
省
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

の
多
く
の
行
幸
の
起
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
「
百
務
如
雲
而
起
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
隷
総
督
は
民
政
の
み
な
ら
ず
軍
政
に
も
多

く
関
わ
り
、
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
等
と
の
関
係
も
処
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
旗
人
所
有
の
旗
地
も
省
内
に
多
く
抱
え
、
激
務
の
官
職

で
あ
っ
た
。
加
え
て
方
観
承
が
直
隷
総
督
に
な
っ
た
十
四
年
に
直
隷
河
道
総
督
は
直
隷
総
督
の
兼
官
と
な
り
河
務
を
も
掌
握
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
（
4
6
）

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
現
実
に
は
彼
は
七
年
に
清
河
道
に
な
っ
た
と
き
か
ら
直
隷
省
河
務
に
従
事
し
て
お
り
、
ま
た
当
初
よ
り

各
地
の
治
水
・
水
利
調
査
に
随
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
直
隷
総
督
」
は
略
称
で
、
当
時
の

正
式
官
称
で
は
「
兵
部
侍
郎
兼
都
察
院
右
副
都
御
史
総
督
直
隷
等
処
地
方
軍
務
紫
荊
密
雲
等
関
隆
兼
理
糧
餉
河
道
」
（
正
二
品
）
、
兵
部

尚
書
街
が
許
さ
れ
た
の
ち
は
「
兵
部
尚
書
都
察
院
右
都
御
史
総
督
直
隷
等
処
地
方
軍
務
紫
荊
密
雲
等
関
隆
兼
理
糧
餉
河
道
」
（
従
一
品
）

と
称
す
る
。
宮
保
が
加
街
さ
れ
た
後
は
「
兵
部
尚
書
」
の
部
分
が
「
太
子
太
保
」
な
ど
と
な
る
。
の
ち
乾
隆
二
十
八
年
、
最
後
に
「
兼

巡
撫
事
」
が
付
帯
さ
れ
る
。

　
方
観
承
が
直
隷
総
督
と
な
っ
て
、
ま
ず
政
策
課
題
の
上
位
に
位
置
づ
け
た
問
題
は
、
永
定
河
の
治
水
問
題
で
あ
っ
た
。
永
定
河
治
水
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（
4
7
）

に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
概
要
を
示
す
に
と
ど
め
る
が
、
直
隷
総
督
就
任
直
後
に
永
定
河
の
下
口
移
動
を
提
議
し
て

以
来
、
十
四
年
の
初
議
は
却
下
さ
れ
た
と
は
い
え
、
十
六
年
、
十
九
年
に
二
度
の
下
口
移
動
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
乾
隆
帝
は
十
五
年

段
階
で
、
補
偏
救
弊
の
策
に
過
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
根
本
策
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
そ
の
や
り
方
で
果
た
し
て
ど
う
か
」
と
問

う
て
い
る
。
方
観
承
は
そ
れ
に
対
し
「
二
十
年
の
う
ち
は
無
事
保
て
る
で
し
ょ
う
」
と
応
え
た
。
乾
隆
帝
は
「
二
十
年
過
ぎ
た
の
ち
は

ど
う
な
の
か
」
と
聞
く
と
、
方
観
承
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
乾
隆
帝
は
四
十
四
年
に
こ
の
こ
と
を
述
懐
し
て
、
三
十
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の
河
流
は
時
な
ら
ず
遷
改
し
た
が
、
幸
い
に
大
患
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
眺
鼎
は
「
そ
の
河
務
に
つ
い
て
の
数
十
に
わ
た
る
上

奏
文
は
、
そ
れ
に
従
え
ば
そ
の
た
び
ご
と
に
利
が
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
は
常
に
方
観
承
が
永
定
河
治
水
に
お
い
て
善
策
を
為
し
、
他
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

同
じ
や
り
方
を
し
て
も
到
底
及
ば
な
い
こ
と
を
歎
じ
て
い
た
」
と
評
し
た
が
、
ま
さ
に
現
実
の
成
果
が
机
上
の
議
論
を
圧
倒
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
永
定
河
以
外
に
も
子
牙
河
、
府
河
、
黄
河
等
の
河
川
の
治
水
も
担
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
間
、
乾
隆
十
五
年
三
月
三
日
、
太
子
少
保
（
従
一
品
）
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
十
七
年
七
月
十
二
日
、
山
東
布
政
使
李
謂
が
北
省
に
お
け
る
銭
貴
対
策
を
政
策
提
案
す
る
。
方
観
承
に
対
し
て
上
諭
が
出
さ
れ
、
対

策
が
命
じ
ら
れ
る
。
彼
の
対
策
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
の
で
、
そ
の
後
全
省
督
撫
に
適
用
可
能
か
ど
う
か
指
示
さ
れ
る
。
こ
の
事
例

で
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
提
案
し
た
の
は
、
気
骨
の
士
李
謂
で
あ
る
が
、
方
観
承
は
こ
の
難
問
に
対
し
て
、
根
本
策
で
は
な
く
対
症
療
法
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
採
り
う
る
最
善
の
策
を
提
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
評
価
で
き
る
。

　
十
八
年
に
は
、
畿
輔
義
倉
が
完
成
す
る
。
直
隷
全
省
で
一
〇
〇
五
ヵ
所
、
貯
穀
額
は
二
十
八
万
五
千
三
百
余
石
で
あ
っ
た
。
基
本
的

運
営
の
考
え
方
は
民
間
主
導
に
よ
る
も
の
で
、
管
理
を
担
う
倉
正
は
郷
老
目
中
の
端
謹
股
実
の
人
を
充
当
し
、
当
時
直
隷
省
の
地
域
社
会

で
力
を
持
っ
て
い
た
生
監
層
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
配
置
は
県
城
の
よ
う
な
行
政
単
位
で
は
な
く
、
市
鎮
な
ど
に
置
か
れ
た
。
こ
の
政

策
構
想
の
原
型
は
彼
が
直
隷
布
政
使
時
代
に
す
で
に
提
案
し
て
い
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
彼
は
施
行
細
則
で
あ
る
酌
簿
条
規
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（
5
5
）

と
と
も
に
『
畿
輔
義
倉
図
』
を
進
呈
し
、
乾
隆
帝
の
嘉
奨
を
得
た
。
た
だ
、
直
隷
省
の
各
地
方
志
に
よ
り
、
義
倉
の
そ
の
後
を
追
跡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
数
年
に
お
い
て
廃
止
さ
れ
、
維
持
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
事
業
を
失
政
と
す
る

記
述
は
少
な
く
と
も
史
書
上
に
は
み
え
ず
、
方
観
承
の
業
績
の
一
つ
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
光
緒
『
畿
輔
通
志
』
の
編
纂

に
あ
た
り
、
そ
の
輿
地
図
上
に
は
、
既
に
そ
の
痕
跡
も
乏
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
義
倉
の
位
置
と
名
称
が
記
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
官
・

士
大
夫
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
良
き
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
続
け
て
い
る
。
十
九
年
四
月
一
日
に
は
太
子
太
保
（
従
一
品
）
を
加
え

　
（
5
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
彼
は
被
災
流
民
対
策
と
し
て
留
養
局
の
設
置
を
進
め
る
。
そ
の
設
置
は
士
・
商
の
掲
銀
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
乾
隆
二
十
年
九
月
二
十
五
日
、
糧
・
馬
の
事
務
つ
ま
り
兵
帖
を
担
当
す
る
た
め
に
軍
営
に
派
遣
さ
れ
、
一
時
期
直
隷
省
を
離
れ
る
。

こ
の
軍
営
は
乾
隆
帝
の
十
全
武
功
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ュ
ン
ガ
ル
遠
征
に
と
も
な
う
も
の
で
、
こ
の
年
の
五
月
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
国
は
す
で

に
滅
亡
し
て
い
る
。
方
観
承
の
派
遣
は
、
一
旦
清
朝
に
帰
順
し
た
ア
ム
ル
サ
ナ
が
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
あ
と
の
第
二
次
遠
征
直
後
の

も
の
で
、
方
観
承
は
粛
州
か
ら
ハ
ミ
、
巴
里
坤
に
至
り
、
軍
営
・
糧
場
の
諸
務
を
処
理
す
る
。
雍
正
末
年
の
現
地
経
験
を
買
わ
れ
た
起

用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
同
日
に
軍
機
大
臣
・
刑
部
尚
書
劉
統
勲
が
、
軍
の
撤
退
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
り
解
任
（
翌
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

六
月
復
職
）
さ
れ
て
い
る
。
二
十
一
年
の
正
月
直
隷
総
督
に
回
任
す
る
。

　
乾
隆
二
十
八
年
に
至
り
、
前
年
に
起
こ
っ
た
直
隷
省
各
属
の
水
害
の
対
策
を
行
っ
た
際
、
天
津
付
近
の
未
対
策
を
責
め
ら
れ
、
処
分

が
議
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
乾
隆
帝
は
「
論
者
は
身
を
事
外
に
置
く
。
坐
し
て
言
う
は
易
く
、
起
ち
て
お
こ
な
う
は
難
し
」
と
し
て
不

　
　
（
6
1
）

問
に
処
す
。
の
ち
、
乾
隆
三
十
二
年
の
直
隷
省
の
地
方
鋳
銭
局
で
あ
る
宝
直
局
の
炉
頭
へ
の
余
銅
支
給
問
題
の
な
か
で
の
乾
隆
帝
の
上

諭
に
コ
　
部
が
議
駁
を
行
っ
た
の
は
戸
部
左
侍
郎
英
廉
と
方
観
承
に
前
の
芥
箒
（
わ
だ
か
ま
り
）
が
あ
り
、
故
意
に
厳
し
く
要
求
を
し

　
　
　
　
　
（
6
2
）

た
の
か
と
考
え
た
」
と
い
う
事
例
に
は
珍
し
く
明
示
的
に
み
ら
れ
る
が
、
圧
倒
的
な
実
務
能
力
と
乾
隆
帝
の
信
任
に
よ
り
は
っ
き
り
と

表
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
方
観
承
を
面
白
く
思
わ
な
い
政
敵
は
当
然
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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乾
隆
三
十
年
、
木
綿
事
十
六
則
を
條
挙
し
、
解
説
を
附
し
た
十
六
枚
の
『
綿
花
図
』
を
進
呈
す
る
。
そ
の
後
乾
隆
帝
は
そ
れ
ぞ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

詩
を
賦
し
、
方
観
承
の
詩
も
附
載
し
て
『
御
題
棉
花
図
』
と
し
て
完
成
す
る
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
展
開
し
て
い
た
華
北
の
棉
花
生
産

に
つ
い
て
の
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
十
三
年
七
月
二
十
日
、
発
病
、
自
ら
万
寿
節
に
出
席
で
き
な
い
こ
と
を
奏
報
し
、
「
来
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
静
養
し
て
早
い
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

復
を
期
す
よ
う
に
」
と
の
殊
批
を
受
け
る
。
八
月
中
旬
に
い
た
り
、
危
篤
に
陥
る
。
乾
隆
帝
は
十
四
日
に
太
医
羅
衡
を
遣
わ
し
、
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

日
に
直
隷
総
督
印
務
を
楊
廷
璋
に
署
理
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
。
十
七
日
、
卒
す
。
七
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
死
の
知
ら
せ
を
聞
き
遺
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

を
受
け
取
っ
た
乾
隆
帝
は
上
諭
に
お
い
て
「
朕
心
深
く
珍
惜
た
り
」
と
述
べ
る
。
先
例
に
よ
っ
た
祭
葬
が
賜
ら
れ
、
誼
は
恪
敏
と
さ
れ

悔
四
±
年
・
子
の
方
維
旬
に
内
閣
中
書
が
授
け
ら
れ
ゑ
四
＋
一
蕉
周
元
理
の
題
請
に
よ
り
直
隷
名
宙
祠
に
入
る
・
四
＋
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

乾
隆
帝
御
製
の
「
懐
旧
詩
」
で
五
督
臣
の
中
に
入
る
。
五
十
一
年
賢
良
祠
に
入
祀
す
る
。
嘉
慶
十
一
年
ま
で
に
入
祠
し
た
百
人
の
う
ち

　
　
　
　
（
6
9
）

の
一
人
で
あ
る
。
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（
五
）
　
任
官
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　
以
上
、
乾
隆
期
に
入
り
彼
が
官
に
つ
い
た
の
ち
の
事
績
を
追
っ
た
が
、
宮
中
棺
案
や
『
清
實
録
』
『
国
史
列
伝
』
を
中
心
と
し
た
い

わ
ゆ
る
官
撰
の
史
料
に
よ
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
、
方
観
承
が
主
と
い
う
よ
り
は
、
彼
が
皇
帝
に
対
し
て
、
清
朝
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
業
績
を
残
し
た
か
、
と
い
う
視
点
の
み
に
偏
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
本
節
で
は
、
筆
記
に
残
さ
れ
た
上
記
官
撰
史
料
に
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
拾
い
、
方
観
承
の
乾
隆
期
に
入
っ
て
か
ら
の
人
物
像
を
多
少

な
り
と
も
補
っ
て
み
た
い
。

　
　
1
．
行
政
方
面



　
官
撰
史
料
に
見
え
な
い
、
方
観
承
を
主
体
と
し
た
政
治
・
行
政
記
述
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
筆
記
か
ら
み
る
。

　
あ
る
年
の
春
、
乾
隆
帝
が
畿
輔
を
巡
幸
し
て
い
た
と
き
、
突
然
兵
器
を
も
っ
た
直
隷
出
身
の
村
民
が
行
幸
を
犯
し
た
。
乾
隆
帝
は
、

「
朕
は
毎
年
春
秋
に
巡
幸
し
、
そ
れ
が
累
を
近
畿
の
百
姓
に
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
怨
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
二
回
で
お
こ
な
う
銭
糧
の
減
免
も
大
き
く
、
そ
れ
で
も
そ
の
感
を
生
じ
る
に
た
ら
な
い
と
す
る
か
。
お
そ
ら
く
は
誰
か
首
謀
者
が

別
に
い
る
は
ず
だ
」
と
震
怒
し
た
。
方
観
承
は
そ
れ
を
聞
き
騎
馬
で
駆
け
つ
け
、
地
に
伏
し
て
「
臣
方
観
承
が
奏
明
い
た
し
ま
す
。
こ

の
人
は
保
定
府
中
の
一
癒
子
（
狂
人
）
で
す
」
と
大
声
で
上
奏
し
た
。
乾
隆
帝
が
雇
従
の
軍
機
大
臣
に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
「
方
観
承
は

直
隷
に
居
る
こ
と
久
し
く
上
奏
す
る
と
こ
ろ
も
間
違
え
あ
り
ま
せ
ん
」
と
叩
頭
し
て
答
え
た
。
乾
隆
帝
は
疲
子
の
や
っ
た
こ
と
だ
と
い

う
処
理
を
許
し
、
定
案
と
な
っ
た
。
こ
の
時
も
し
主
犯
の
追
及
な
ど
を
深
く
行
っ
て
い
た
ら
、
必
ず
多
く
の
累
が
無
睾
に
及
ぶ
だ
ろ
う
、

と
多
く
の
者
が
考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
方
観
承
の
処
理
は
「
以
片
語
回
天
」
と
し
て
、
彼
の
判
断
力
と
洞
察
力
を
顕
彰
す
る
故
事
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

し
て
世
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
別
の
事
例
を
二
つ
。
磁
州
で
「
逆
匪
」
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
、
方
観
承
は
三
人
の
謙
殺
、
七
人
の
絞
刑
を
上
奏
し
た
。
乾
隆
帝
は

こ
れ
に
対
し
て
、
方
観
承
が
売
名
の
為
に
処
分
を
緩
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
一
夕
の
間
に
十
三
本
の
廷
寄
で
追
求
し
た
。

家
人
達
は
不
安
に
お
の
の
い
た
が
、
方
観
承
は
一
切
前
議
の
訂
正
を
行
わ
ず
、
ま
す
ま
す
自
ら
の
判
断
を
堅
持
し
た
。
犯
人
達
を
京
師

に
護
送
し
、
九
卿
・
軍
機
大
臣
が
取
り
調
べ
を
し
た
が
、
方
観
承
の
上
奏
の
内
容
と
一
字
も
変
わ
ら
ず
、
乾
隆
帝
は
こ
れ
以
後
ま
す
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

す
方
観
承
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
直
隷
省
で
旱
害
と
蟷
害
が
起
っ
た
際
、
乾
隆
帝
が
方
観
承
の
職
務
怠
慢
を
責
め
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

き
、
司
・
道
は
一
～
二
の
州
県
を
弾
劾
し
て
責
を
塞
ぐ
す
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
方
観
承
は
そ
れ
を
不
可
と
し
自
ら
の
責
と
し
た
。
以

上
は
乾
隆
帝
に
追
従
す
る
こ
と
な
く
情
理
に
基
づ
き
行
政
を
遂
行
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
帝
意
に
阿
誤
す
る
ば
か
り
の
乾

隆
末
年
の
大
官
達
と
は
明
ら
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
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最
後
に
、
こ
れ
は
乾
隆
帝
の
寵
愛
へ
の
甘
え
と
単
な
る
栄
誉
欲
と
も
い
え
る
故
事
を
一
つ
紹
介
す
る
。
乾
隆
期
、
定
制
で
は
文
官
の

外
臣
に
は
花
栩
（
官
帽
に
つ
け
る
孔
雀
の
羽
で
で
き
た
飾
り
）
を
賜
る
例
は
な
か
っ
た
が
、
方
観
承
は
古
北
口
大
閲
を
故
と
し
て
花
栩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

の
下
賜
を
請
う
た
。
乾
隆
帝
は
「
爾
の
よ
う
な
株
儒
に
し
て
、
や
は
り
花
栩
が
欲
し
い
か
」
と
笑
い
、
特
に
下
賜
し
た
。

　
　
2
．
人
事
・
人
材
の
発
掘

　
銚
婦
は
「
公
（
方
観
承
）
は
用
人
に
明
る
く
、
ひ
と
た
び
会
っ
て
と
も
に
語
れ
ば
、
す
ぐ
に
才
能
の
委
任
に
堪
え
る
と
こ
ろ
を
知
り
、

任
務
の
難
易
・
緩
急
に
し
た
が
っ
て
、
委
任
す
れ
ば
必
ず
妥
当
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
周
元
理
（
官
至
直
隷
総
督
・
工
部

尚
書
）
、
李
湖
（
官
至
湖
南
等
巡
撫
）
は
彼
に
知
県
レ
ベ
ル
の
時
に
見
い
だ
さ
れ
、
高
官
に
の
ぼ
っ
た
事
例
で
あ
る
。

　
方
観
承
が
乾
隆
元
年
の
恩
科
で
あ
る
博
学
鴻
詞
を
受
験
し
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
『
随
園
随
筆
』
『
随
園
食
単
』
等
の
著

作
で
知
ら
れ
る
衰
枚
は
こ
の
博
学
鴻
詞
を
受
験
し
不
合
格
で
あ
っ
た
。
の
ち
乾
隆
四
年
の
殿
試
で
彼
は
進
士
と
な
り
、
さ
ら
に
翰
林
院

庶
吉
士
と
な
る
が
、
散
館
考
試
で
成
績
が
振
る
わ
な
か
っ
た
の
で
地
方
に
出
さ
れ
、
江
蘇
省
の
首
県
で
あ
る
江
寧
知
県
を
つ
と
め
て
い

（
4
7
）

る
。
方
観
承
は
そ
の
治
績
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
、
乾
隆
十
七
年
衷
枚
が
陳
甘
総
督
黄
廷
桂
の
要
請
を
受
け
て
西
安
に
赴
く

際
、
蓑
枚
を
直
隷
総
督
署
に
招
き
、
当
時
直
隷
省
の
首
県
で
あ
る
清
苑
知
県
で
あ
っ
た
上
述
の
周
元
理
に
対
し
て
、
「
蓑
は
循
吏
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

る
。
江
寧
の
省
都
を
治
め
た
が
、
よ
く
心
を
民
事
に
尽
く
し
た
。
き
み
た
ち
首
県
に
任
ず
る
者
は
、
師
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
言

っ
て
蓑
枚
を
評
価
し
て
い
る
。
衰
枚
は
「
公
は
用
人
に
長
ず
」
と
し
、
各
々
そ
の
人
物
の
個
性
に
よ
っ
て
任
務
を
使
い
分
け
、
人
は
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

務
を
進
ん
で
な
し
、
そ
の
結
果
畿
輔
数
千
里
へ
の
命
令
や
指
示
は
意
の
ま
ま
に
行
わ
れ
た
、
と
す
る
。

一
当
時
の
官
は
、
幕
友
を
招
聴
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
幕
友
に
は
行
政
の
顧
問
と
学
術
的
顧
問
の
二
つ
の
要
素
が
あ
っ
た
が
、
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

観
承
の
場
合
、
こ
の
う
ち
の
後
者
の
鏡
塘
の
許
愼
生
と
江
蘇
呉
県
の
余
薫
客
、
考
証
学
者
と
し
て
名
高
い
休
寧
の
戴
震
、
ま
た
趙
一
清

の
四
名
の
幕
賓
が
確
認
で
き
る
。
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3
．
家
庭

　
妻
は
劉
氏
。
塞
外
に
祖
父
と
父
を
訪
ね
て
い
る
時
、
そ
の
父
親
と
知
り
合
い
、
彼
は
方
観
承
と
語
っ
て
そ
の
人
物
に
大
い
に
驚
き
、

娘
を
嫁
が
せ
た
。
し
か
し
子
が
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
漸
江
巡
撫
の
時
、
南
京
に
人
を
遣
っ
て
一
人
の
女
子
を
買
わ
せ
た
。
吉
日
を
選

ん
で
室
中
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
祖
父
が
流
寓
時
代
に
知
己
の
詩
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
や
金
を
与
え
て
家
に
帰
し
、

別
の
良
縁
を
世
話
し
た
。
こ
の
逸
話
は
徳
の
あ
る
話
と
し
て
、
複
数
の
筆
記
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
応
報
と
し
て
六
十
歳
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

側
室
の
呉
氏
に
男
子
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
そ
の
男
子
が
方
維
旬
で
あ
る
。
方
観
承
の
生
前
、
雇
従
に
際
し
て
乾
隆
帝
は
方
維
旬
を
膝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

に
抱
き
金
縣
侃
嚢
を
解
い
て
そ
れ
を
賜
り
、
御
医
に
命
じ
て
種
痘
を
行
っ
た
。
方
観
承
の
死
後
、
父
と
同
様
中
書
を
賜
っ
た
。
そ
の
後

進
士
と
な
り
、
そ
の
前
後
に
軍
機
章
京
と
な
っ
て
い
る
。
の
ち
累
官
し
て
閏
漸
総
督
と
な
り
、
軍
機
大
臣
に
召
さ
れ
た
が
母
の
病
に
よ

り
至
ら
ず
、
天
理
教
の
乱
が
起
こ
っ
た
際
、
直
隷
総
督
を
特
に
命
じ
ら
れ
る
が
、
途
上
で
鎮
圧
さ
れ
た
の
で
引
き
返
し
て
守
制
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

嘉
慶
二
十
年
死
去
。
論
は
勤
嚢
。
方
観
承
の
弟
、
方
観
本
の
子
方
受
疇
も
掲
納
監
生
か
ら
累
官
し
て
嘉
慶
二
十
一
年
直
隷
総
督
と
な
る
。

　
死
後
、
家
に
余
財
は
無
く
、
た
だ
書
が
数
十
笈
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
桐
城
と
南
京
に
家
祠
を
建
て
義
田
を
お
い
た
。
兄
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

永
と
の
同
穴
を
遺
命
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黛

　
　
4
．
そ
の
他
の
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代

　
方
観
承
の
著
作
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
の
記
述
に
お
い
て
ほ
ぼ
網
羅
的
に
挙
げ
た
が
、
礼
制
関
係
の
著
作
が
漏
れ
て
い
る
の
で
、
こ
　
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

こ
に
補
足
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
『
壇
廟
祀
典
』
（
国
会
図
書
館
等
蔵
）
と
『
五
礼
通
考
』
（
東
大
東
文
研
等
蔵
）
が
そ
れ
で
、
前
者
は
乾
隆
二
十
三
年
自
序
刊
で
社
稜
　
騒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

壇
か
ら
群
祠
に
い
た
る
直
隷
省
の
各
祠
廟
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
礼
制
の
解
釈
に
よ
り
そ
の
祭
祀
の
制
度
等
を
詳
述
・
確
定
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
秦
慧
田
と
の
共
編
で
あ
る
。
方
観
承
は
方
苞
に
師
事
し
て
礼
を
学
ん
で
お
り
、
明
代
の
「
濃
議
」
に
つ
い
　
8
3



て
は
、
諸
人
の
説
は
皆
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
考
」
な
い
し

の
ち
光
緒
帝
の
実
父
で
あ
る
醇
賢
親
王
変
譲
が
死
去
し
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
艇
）

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
伯
叔
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
な
く
、
「
本
生
考
」
と
す
べ
き
だ
、
と
し
た
。

王
を
「
皇
帝
本
生
考
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
方
観
承
の
説
を
用
い
た
も
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（
8
5
）

　
「
経
済
之
才
」
つ
ま
り
経
世
済
民
を
実
行
す
る
才
能
に
恵
ま
れ
、
苦
難
か
ら
這
い
登
っ
て
清
朝
の
全
盛
期
を
そ
の
内
側
か
ら
支
え
た

方
観
承
の
生
涯
を
描
い
た
。
知
識
人
と
し
て
は
、
書
・
詩
文
も
含
め
、
科
挙
官
僚
以
上
に
そ
の
素
養
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

天
賦
の
才
だ
け
で
は
な
く
出
身
一
族
で
あ
る
桐
城
方
氏
の
家
の
環
境
が
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
行

政
官
と
し
て
は
、
政
策
提
案
能
力
、
立
案
能
力
、
実
行
能
力
、
と
も
に
優
れ
て
い
る
が
、
特
に
後
二
者
の
能
力
、
つ
ま
り
あ
る
問
題
が

発
生
し
た
後
に
そ
れ
を
政
策
課
題
化
し
、
旦
ハ
体
的
に
処
理
を
す
る
能
力
が
特
に
顕
著
で
あ
る
。
方
観
承
は
、
そ
の
官
歴
の
初
期
に
お
い

て
軍
機
処
章
京
と
し
て
は
枢
機
に
触
れ
た
が
、
外
転
後
結
局
中
央
に
戻
り
枢
機
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
が
博
学
鴻
詞
の

受
験
を
放
棄
せ
ず
に
翰
林
に
入
り
、
大
学
士
・
軍
機
大
臣
に
至
っ
て
い
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
政
治
を
行
っ
て
い
た
か
、
ま
た
、
一
〇
〇

年
後
に
生
を
受
け
、
清
末
の
難
局
に
対
峙
し
て
い
れ
ば
ど
う
対
処
し
た
か
、
な
ど
、
仮
説
設
定
す
れ
ば
逆
に
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。

皇
帝
の
独
裁
体
制
下
で
は
皇
帝
（
な
い
し
は
そ
れ
に
代
わ
る
者
）
の
政
治
姿
勢
や
能
力
が
政
治
過
程
の
極
め
て
大
き
な
要
素
と
な
る
。

乾
隆
三
十
年
ご
ろ
ま
で
の
乾
隆
帝
の
比
較
的
柔
軟
な
政
治
姿
勢
と
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
清
朝
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
経
済
の
繁
栄
、
こ

れ
ら
の
好
条
件
に
恵
ま
れ
て
方
観
承
は
様
々
な
政
策
構
想
を
旦
ハ
体
化
し
、
そ
の
力
量
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
業
績
は
乾
隆
帝
の
そ
し
て
清
朝
安
定
期
の
治
世
に
吸
収
さ
れ
個
人
と
し
て
は
目
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。



乾
隆
帝
は
乾
隆
四
十
四
年
、

以
書
記
見
用

古
有
今
則
無

有
之
祇
一
人

日
惟
観
承
夫

夙
稻
習
政
事

錘
曹
尤
著
誉

出
而
為
監
司

清
升
撫
与
督

在
直
二
十
年

勤
幹
実
有
余

永
定
簿
補
苞

難
為
永
逸
図

然
僅
能
如
此

誠
亦
苦
同
目
予

徒
以
荷
任
久

梢
与
姑
息
倶

未
至
大
狼
籍

　
　
　
　
「
懐
旧
詩
」
で
、
方
観
承
の
事
を
以
下
の
よ
う
に
詩
に
し
た
。

書
記
を
以
て
用
い
ら
る

古
有
る
も
今
則
ち
無
し

之
有
る
は
祇
（
た
）
だ
一
人

曰
く
惟
（
こ
）
れ
観
承
の
み

夙
に
稻
す
政
事
に
習
れ

鐙
曹
　
尤
も
誉
れ
を
著
す
と

出
で
て
監
司
と
為
り

清
升
し
て
撫
た
り
督
た
り

直
に
在
る
こ
と
二
十
年

勤
幹
す
る
こ
と
実
に
余
り
有
り

永
定
　
簿
補
す
る
は

永
逸
の
図
を
為
し
難
し

然
れ
ど
も
僅
か
に
能
く
此
の
ご
と
く

誠
に
亦
た
苦
同
目
せ
り

徒
（
た
）
だ
荷
任
の
久
し
き
を
以
て

梢
（
よ
う
や
）
く
与
に
姑
息
な
る
も

未
だ
大
狼
籍
に
至
ら
ず
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何
必
吹
求
吾
　
何
ぞ
必
ず
し
も
吹
求
せ
ん
や

　
　
成
全
良
臣
多
　
成
全
し
て
良
臣
多
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
　
誼
非
佳
事
乎
　
謳
ぞ
佳
事
に
非
ざ
ら
ん
や

　
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
乾
隆
四
十
四
年
は
、
お
り
し
も
方
観
承
が
抜
擢
し
た
官
僚
で
あ
り
、
時
の
直
隷
総
督
で
あ
っ
た
周
元
理
が
井
脛

知
県
の
勒
索
を
上
訴
し
た
民
を
罰
す
る
こ
と
を
上
奏
し
た
た
め
、
乾
隆
帝
の
怒
り
を
買
い
直
隷
総
督
を
解
任
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の

詩
に
お
い
て
乾
隆
帝
は
全
体
と
し
て
方
観
承
を
評
価
し
つ
つ
、
官
の
綱
紀
の
乱
れ
を
、
帝
自
ら
の
治
世
の
質
で
は
な
く
、
方
観
承
の
直

隷
総
督
の
任
が
長
か
っ
た
こ
と
に
帰
そ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
要
素
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
死
の
十
年
後
に

こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
に
は
多
少
の
無
理
が
あ
る
。
す
で
に
こ
の
時
期
に
は
の
ち
に
清
朝
の
栓
楷
と
な
る
官
僚
の
腐
敗
が
そ
の
治

世
を
お
び
や
か
す
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
懐
旧
詩
で
採
り
上
げ
ら
れ
た
臣
下
は
、
福
敏
・
朱
転
・
票
世
遠
（
三
先
生
）
、
那
爾
泰
・
張
廷
玉
・
傅
恒
・
来
保
・
劉
統
勲

（
五
閣
臣
）
、
兆
恵
・
阿
里
嚢
・
明
瑞
・
野
赫
徳
・
岳
鍾
瑛
（
五
功
臣
）
、
梁
詩
正
・
張
照
・
圧
由
敦
・
銭
陳
群
・
沈
徳
潜
（
五
詞
臣
）

黄
廷
桂
・
ヂ
継
善
・
高
斌
・
方
観
承
・
高
晋
（
五
督
臣
）
。
い
ず
れ
も
、
乾
隆
前
半
期
の
政
治
史
を
飾
っ
た
人
物
達
で
あ
る
。
邪
爾
泰
・

張
廷
玉
の
よ
う
な
雍
正
帝
の
遺
臣
た
ち
が
引
退
・
ま
た
は
死
去
し
た
乾
隆
十
年
代
か
ら
、
乾
隆
帝
自
身
の
政
治
が
始
ま
っ
た
と
言
え
よ

う
が
、
こ
の
時
代
を
支
え
た
の
が
、
乾
隆
帝
自
ら
が
抜
擢
し
た
股
肱
の
臣
下
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
一
人
が
方
観
承
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の

死
後
、
乾
隆
帝
の
政
治
の
迷
走
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
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注
（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
は
、
拙
稿
「
乾
隆
末
年
に
お

　
　
け
る
小
銭
問
題
に
つ
い
て
」
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
＝
＝

　
　
号
、
二
〇
〇
三
年
、
に
お
い
て
行
っ
た
。
た
だ
そ
こ
で
最
後
に

　
　
「
中
国
社
会
は
既
に
一
君
主
が
全
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

　
　
規
模
で
も
社
会
シ
ス
テ
ム
で
も
な
か
っ
た
」
と
表
現
し
た
の
は

　
　
い
さ
さ
か
粗
雑
な
言
い
方
で
、
問
題
は
、
木
下
鉄
也
『
清
朝
考

　
　
証
学
と
そ
の
時
代
』
（
創
文
社
、
一
九
九
六
）
に
い
わ
れ
る
よ

　
　
う
に
、
そ
の
独
裁
的
な
君
主
の
統
治
の
志
向
に
被
統
治
者
（
万

　
　
民
）
が
自
発
的
に
呼
応
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ

　
　
い
。
双
方
が
う
ま
く
調
和
す
れ
ば
広
大
な
地
域
も
十
分
統
治
が

　
　
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
乾
隆
末
年
は
調
和
に
欠
い
て
た
と
考

　
　
え
た
方
が
よ
り
事
態
を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
2
）
　
方
観
承
『
燕
香
集
』
下
、
「
通
州
感
懐
」
に
「
余
戊
寅
八
月

　
　
十
日
を
以
て
通
州
に
生
ま
れ
る
。
大
父
の
官
の
中
書
に
在
る
時

　
　
な
り
」
と
あ
る
。
〉
巨
げ
霞
≦
幽
山
鐸
ヨ
ヨ
巴
肉
ミ
罫
§
朴
O
蕊
謹
G
。
僑

　
　
9
簿
衛
9
、
討
晦
謹
識
。
9
q
の
O
。
〈
Φ
≡
巨
Φ
コ
け
写
ヨ
江
茜

　
　
○
窪
。
ρ
芝
霧
ぼ
茜
け
8
口
逡
ω
も
b
』
・
。
甲
N
。
。
q
（
国
き
σ
q
O
鍔
。

　
　
磯
5
σ
q
執
筆
）
も
祖
父
方
登
繹
が
内
閣
中
書
を
し
て
い
た
と
き

　
　
に
通
州
に
う
ま
れ
た
、
と
す
る
。

（
3
）
　
桐
城
方
氏
の
家
系
お
よ
び
南
山
集
の
獄
に
つ
い
て
は
、
大
谷

　
　
敏
夫
「
戴
名
世
断
罪
事
件
の
政
治
的
背
景
－
戴
名
世
・
方
苞
の

　
　
学
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」
『
史
林
』
六
一
－
四
、
一
九
七
八

　
　
年
、
参
照
。

（
4
）
　
字
は
孝
標
、
号
は
楼
岡
。
順
治
六
年
の
進
士
。
官
は
弘
文
院

　
　
侍
読
学
士
。
『
南
山
集
』
中
に
引
用
さ
れ
た
孝
標
撰
の
『
愼
購

　
　
紀
聞
」
に
大
逆
等
の
語
が
あ
る
と
さ
れ
、
数
　
さ
れ
た
。
（
閾

　
　
名
撰
『
記
桐
城
方
戴
両
家
書
案
』
、
馬
其
艇
『
桐
城
老
日
旧
伝
』

　
　
方
氏
三
詩
人
第
七
十
五
）

（
5
）
　
字
は
見
宗
、
貢
生
。
官
は
工
部
都
水
司
主
事
。
詩
を
善
く
し
、

　
　
著
作
に
『
依
園
詩
略
』
、
『
星
硯
齋
存
藁
」
、
『
垢
硯
吟
」
、
『
藻
素

　
　
齋
集
』
、
『
如
是
齋
集
』
（
い
ず
れ
も
『
述
本
堂
詩
集
』
十
八
巻
、

　
　
内
閣
文
庫
蔵
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
補
編
」
所
収
）
が
あ
る
。

　
　
（
『
清
史
列
傳
』
巻
七
十
一
、
『
国
朝
老
日
献
類
徴
』
巻
百
四
十
三
）

（
6
）
字
は
屋
源
、
康
煕
四
十
八
年
の
進
士
。
官
は
内
閣
中
書
。
詩
・

　
　
絵
画
に
秀
で
て
い
た
。
子
は
観
永
・
観
承
・
観
本
の
三
人
。
四

　
　
十
二
歳
で
ト
魁
（
現
在
の
齊
齊
恰
爾
）
で
死
去
。
著
作
に
『
陸

　
　
塘
詩
稿
」
、
『
出
関
詩
』
、
『
龍
沙
紀
略
』
（
い
ず
れ
も
注
（
5
）
前

　
　
掲
『
述
本
堂
詩
集
』
所
収
）
、
「
易
説
』
が
あ
る
。
（
馬
其
艇

　
　
『
桐
城
老
日
旧
伝
』
方
渥
源
・
注
朴
巣
二
公
伝
第
八
十
九
）

（
7
）
　
注
（
3
）
前
掲
、
大
谷
論
文
参
照
。

（
8
）
　
馬
其
和
『
桐
城
老
目
旧
伝
』
方
恪
敏
公
伝
第
九
十
三
。
蓑
牧

　
　
『
随
園
詩
話
』
。
の
ち
、
方
観
承
は
清
涼
山
寺
を
修
し
、
こ
の
時

　
　
の
恩
に
報
い
た
と
い
う
。

（
9
）
　
以
上
の
描
写
は
黒
龍
江
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
『
黒
龍
江
人

　
　
物
伝
略
』
（
一
）
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
「
方
観

　
　
承
」
（
李
興
盛
執
筆
）
に
よ
る
。
内
容
的
に
は
以
下
注
（
2
3
）
で

　
　
紹
介
す
る
詩
集
の
序
践
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ト
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魁
在
留
中
の
方
観
承
の
筆
記
が
『
ト
魁
風
土
記
』
（
『
小
方
壺
斎

　
　
輿
地
叢
鋤
』
所
収
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
奉
天
督
学

　
　
は
奉
天
府
丞
。

（
1
0
）
　
徐
珂
『
清
稗
類
鉛
』
孝
友
類
、
「
方
恪
敏
迎
父
骸
骨
」
に
は

　
　
父
の
死
後
、
そ
の
消
息
を
聞
い
た
方
観
承
が
徒
歩
塞
外
に
至
り

　
　
そ
の
骨
を
持
ち
帰
っ
た
、
と
の
記
事
を
載
せ
る
。
ま
た
、
注

　
　
（
8
）
前
掲
『
桐
城
老
目
旧
伝
』
方
恪
敏
公
伝
第
九
十
三
、
に
は
、

　
　
祖
父
母
・
父
母
と
も
関
外
に
仮
に
埋
葬
し
た
状
態
で
あ
っ
た
の

　
　
で
、
方
観
承
は
の
ち
雍
正
末
年
に
平
郡
王
邸
に
寓
居
し
て
い
た

　
　
と
き
、
毎
年
必
ず
遠
望
し
て
哀
泣
し
て
い
た
が
、
そ
の
姿
を
み

　
　
た
平
郡
王
が
意
に
感
じ
、
流
刑
先
で
死
亡
し
余
罪
が
無
い
者
に

　
　
つ
い
て
郷
里
に
帰
葬
す
る
こ
と
を
ゆ
る
す
こ
と
を
請
う
上
奏
を

　
　
行
い
雍
正
帝
は
そ
れ
を
み
と
め
た
、
と
あ
る
。

（
1
1
）
　
注
（
8
）
前
掲
『
桐
城
老
日
旧
伝
』
方
恪
敏
公
伝
第
九
十
三
。

（
1
2
）
　
銚
鼎
「
方
恪
敏
公
家
伝
」
（
『
碑
伝
集
』
巻
七
十
二
、
『
国
朝

　
　
老
日
献
類
徴
初
編
』
巻
一
百
七
十
五
、
彊
臣
二
十
七
、
所
収
）

（
1
3
）
　
海
昌
の
陳
勇
南
と
仁
和
の
沈
椒
園
が
雍
正
丁
未
（
雍
正
五
年
）

　
　
の
会
試
を
受
け
る
た
め
、
一
台
の
車
に
乗
っ
て
北
京
に
向
か
っ

　
　
て
い
た
時
、
毎
日
一
人
の
少
年
が
車
の
あ
と
に
し
た
が
っ
て
歩

　
　
い
て
い
る
の
を
見
た
。
異
と
し
て
彼
に
問
う
と
、
桐
城
方
氏
の

　
　
子
息
で
、
親
を
塞
外
へ
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
資
が
乏
し

　
　
い
の
で
徒
歩
で
あ
る
と
言
っ
た
。
二
人
は
、
観
承
の
孝
心
を
憐

　
　
れ
み
、
車
に
乗
せ
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
が
、
車
が
狭
く
三
人
は

　
　
乗
れ
な
い
の
で
、
三
十
里
ご
と
に
交
替
で
乗
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
二
人
は
観
承
と
北
京
で
わ
か
れ
た
。
二
十
年
後
、
陳
身
南
が
雲

　
　
南
の
知
府
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
沈
椒
園
が
山
東
按
察
使
に
任
命

　
　
さ
れ
、
と
も
に
入
観
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
途
中
突
然
直
隷

　
　
総
督
の
差
官
が
出
迎
え
、
是
非
お
迎
え
し
た
い
と
い
っ
た
の
で
、

　
　
総
督
署
に
至
っ
て
会
っ
て
み
る
と
、
思
い
も
か
け
ず
方
氏
の
子
、

　
　
す
な
わ
ち
方
観
承
で
あ
っ
た
。
三
人
は
再
会
を
喜
ん
で
握
手
を

　
　
し
、
宴
会
を
開
く
こ
と
十
日
間
、
「
車
笠
之
交
」
と
し
て
一
時

　
　
の
美
談
と
な
っ
た
。
（
陳
其
元
『
庸
間
齋
筆
記
』
巻
十
、
「
方
敏

　
　
恪
公
軟
事
」
）

（
1
4
）
　
方
観
承
が
北
京
に
向
か
う
途
中
直
隷
省
に
い
た
り
荷
物
を
盗

　
　
賊
に
奪
わ
れ
、
知
古
を
頼
り
に
保
定
に
着
こ
う
と
い
う
と
き
、

　
　
白
河
で
大
雪
に
遭
い
、
古
寺
の
外
で
凍
え
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
そ
の
寺
の
僧
が
、
観
承
が
雪
の
中
に
倒
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け

　
　
た
。
僧
は
観
承
を
助
け
お
こ
し
て
温
め
る
と
、
観
承
は
蘇
生
し

　
　
た
。
観
承
と
僧
は
お
互
い
に
意
気
投
合
し
、
数
ヶ
月
寺
に
と
ど

　
　
ま
っ
た
。
寺
に
は
以
前
あ
る
老
僧
が
お
り
、
金
石
を
多
く
蓄
え

　
　
て
い
た
。
老
僧
が
死
亡
し
た
の
ち
、
そ
れ
を
管
理
す
る
者
が
い

　
　
な
い
の
で
、
売
り
に
出
す
こ
と
に
し
て
、
観
承
が
そ
れ
を
託
さ

　
　
れ
た
。
保
定
の
直
隷
総
督
署
の
前
で
店
を
か
ま
え
て
売
ろ
う
と

　
　
し
た
。
総
督
が
外
出
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
先
導
役
が
、

　
　
観
承
が
店
を
片
づ
け
る
こ
と
が
遅
れ
た
こ
と
に
怒
り
、
観
承
に

　
　
ひ
ど
く
鞭
を
加
え
た
。
観
承
は
憤
慨
し
て
店
を
捨
て
去
り
、
北

　
　
京
に
向
か
っ
た
。
（
徐
珂
『
清
稗
類
紗
』
知
遇
類
、
「
方
観
承
一

　
　
生
知
遇
」
）
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（
1
5
）
　
朱
彬
『
游
道
堂
集
』
巻
四
。
な
お
こ
の
盧
家
巷
の
話
に
は
別

　
　
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
徐
珂
『
清
稗
類
紗
」
知
遇
類
、
「
方

　
　
観
承
一
生
知
遇
」
に
は
、
訪
ね
た
親
戚
の
家
は
寧
波
に
な
っ
て

　
　
い
る
。
ま
た
、
肉
屋
を
助
け
た
話
に
は
、
「
先
生
は
士
族
で
す

　
　
か
ら
、
必
ず
書
は
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
算
術
の
方
は
い
か
が
で

　
　
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
、
方
観
承
は
帳
簿
の
整
理
を
し
て
お
り
、

　
　
本
文
中
の
逸
話
よ
り
も
経
済
的
才
能
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ

　
　
て
い
る
。
肉
屋
の
娘
は
五
歳
で
、
出
発
は
六
日
な
ど
細
か
い
点

　
　
の
違
い
も
あ
る
。
ま
た
後
日
讃
に
は
「
寧
波
の
肉
屋
を
招
い
て

　
　
三
千
金
を
与
え
て
改
業
さ
せ
、
娘
に
は
良
縁
を
世
話
し
た
」
と

　
　
あ
り
、
朱
彬
の
逸
話
と
は
異
な
り
大
団
円
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
「
罪
人
の
子
」
と
い
う
方
観
承
の
自
称
表
現
は
、
注
（
1
4
）
前

　
　
掲
の
徐
珂
『
清
稗
類
紗
』
知
遇
類
、
「
方
観
承
一
生
知
遇
」
の

　
　
中
に
見
え
る
。
（
注
（
5
8
）
参
照
）
筆
記
の
記
述
で
あ
る
以
上
彼

　
　
が
本
当
に
そ
う
言
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
し
、

　
　
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
発
言

　
　
を
す
る
こ
と
が
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と

　
　
は
言
え
る
。

（
1
7
）
　
岸
本
美
緒
「
清
代
に
お
け
る
『
賎
』
の
観
念
－
冒
掲
冒
考
問

　
　
題
を
中
心
に
ー
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
四
四
号
、
二

　
　
〇
〇
三
年
、
に
は
、
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
論

　
　
考
で
あ
る
。
注
（
1
5
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
肉
屋
は
改
業
す
る
の

　
　
が
よ
い
方
向
で
あ
る
、
と
い
う
記
述
も
注
目
さ
れ
る
。

（
1
8
）
　
大
木
康
『
不
平
の
中
国
文
学
史
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
）

　
　
参
照
。

（
1
9
）
　
彼
の
書
は
日
本
に
お
い
て
は
京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

　
　
て
い
る
。
『
京
都
国
立
博
物
館
蔵
品
図
版
目
録
　
書
跡
編
　
中

　
　
国
・
朝
鮮
』
（
京
都
国
立
博
物
館
、
　
一
九
九
六
）
の
二
二
〇

　
　
「
尺
順
巻
　
方
観
承
　
一
巻
」
。
内
容
は
弟
方
観
本
に
宛
て
た
手

　
　
紙
で
あ
る
。
書
か
れ
た
年
は
お
そ
ら
く
閏
七
月
が
あ
る
乾
隆
三

　
　
十
二
年
で
あ
ろ
う
。
『
皇
清
書
史
』
巻
十
四
は
、
『
国
朝
書
品
』

　
　
を
引
い
て
、
「
方
観
承
行
書
佳
品
下
」
と
す
る
。
『
昭
代
名
人
尺

　
　
腰
小
伝
』
巻
二
十
、
に
も
彼
の
書
を
載
せ
る
。
ま
た
、
彼
の
全

　
　
身
画
像
（
乾
隆
三
十
四
年
呉
渓
作
、
天
津
市
歴
史
博
物
館
蔵
）

　
　
は
、
『
中
国
古
代
書
画
図
目
』
八
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
）

　
　
に
あ
る
。
瀟
穆
『
敬
孚
類
稿
』
「
巻
九
、
「
記
方
恪
敏
公
画
像
」

　
　
は
、
南
京
の
長
孫
方
董
之
の
自
宅
に
あ
っ
た
方
観
承
の
画
像
に

　
　
つ
い
て
「
公
は
身
長
に
し
て
、
面
は
黄
黒
、
面
上
は
圓
に
し
て

　
　
下
は
梢
々
鋭
く
短
し
。
髪
眉
は
均
し
く
疏
に
し
て
濃
か
ら
ず
。

　
　
宛
な
る
こ
と
郷
間
の
一
老
書
生
の
ご
と
し
」
と
す
る
。

（
2
0
）
　
『
述
本
堂
詩
続
集
』
の
眺
鼎
の
序
（
嘉
慶
十
四
年
）
。
方
観

　
　
承
と
ほ
ぼ
同
年
の
杭
世
駿
『
詞
科
掌
録
』
巻
八
に
、
「
問
亭
有

　
　
用
世
之
才
、
辞
藻
換
発
」
と
あ
る
。

（
2
1
）
　
注
（
9
）
前
掲
、
『
黒
龍
江
人
物
伝
略
』
（
一
）
「
方
観
承
」
。
ま

　
　
た
張
維
屏
『
聴
松
盧
詩
話
」
は
、
在
黒
龍
江
時
に
兄
を
憶
い
詠

　
　
ん
だ
詩
に
つ
い
て
、
「
令
人
不
覚
徹
然
動
容
也
」
と
す
る
。

（
2
2
）
　
徐
珂
『
清
稗
類
鋤
』
恩
遇
類
、
「
世
宗
召
見
布
衣
方
観
承
」
、

　
　
李
富
孫
『
鶴
徴
後
録
』
。
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（
2
3
）
　
『
東
闇
剰
稿
』
一
巻
、
『
入
塞
詩
』
一
巻
、
『
懐
南
草
』
一
巻
、

　
　
『
竪
歩
吟
」
一
巻
、
『
叩
舷
吟
」
一
巻
、
『
宜
田
彙
稿
」
一
巻
、

　
　
『
看
舞
詞
』
一
巻
、
『
松
漠
草
』
一
巻
（
注
（
5
）
前
掲
『
述
本
堂

　
　
詩
集
』
十
八
巻
、
所
収
）
、
『
薇
香
集
』
一
巻
・
『
燕
香
集
』
二

　
　
巻
・
『
燕
香
二
集
』
二
巻
（
『
述
本
堂
詩
続
集
」
五
巻
、
『
四
庫

　
　
全
書
存
目
叢
書
』
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
補
編
』
所
収
）
、
『
ト

　
　
魁
竹
枝
詞
』
一
巻
（
『
叢
書
総
録
補
編
』
所
収
）
、
「
東
西
家
」

　
　
（
『
清
詩
鐸
』
巻
二
十
、
不
悌
）
。
旦
ハ
体
的
に
は
、
『
懐
南
草
』
に
、

　
　
武
昌
・
岳
州
・
洞
庭
湖
が
詠
ま
れ
、
『
臥
豆
歩
吟
』
に
は
康
煕
六

　
　
十
一
年
に
南
京
か
ら
北
上
し
て
奉
天
に
行
き
京
師
へ
帰
る
際
に

　
　
詠
ま
れ
た
詩
が
集
め
ら
れ
、
『
宜
田
彙
稿
』
に
は
、
鏡
塘
江
・

　
　
西
湖
・
杭
州
・
蘇
州
・
鎮
江
等
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
以
下
は
平
郡
王
の
知
己
と
な
る
逸
話
。
北
京
に
つ
く
と
紫
禁

　
　
城
の
東
華
門
外
で
、
文
字
占
い
を
し
て
旅
費
や
生
活
費
を
捻
出

　
　
し
た
。
そ
の
時
た
ま
た
ま
平
郡
王
の
輿
が
通
り
か
か
り
、
店
の

　
　
宣
伝
文
句
に
書
か
れ
た
字
を
み
て
、
こ
れ
は
よ
い
と
思
い
誰
の

　
　
字
な
の
か
訊
ね
、
方
観
承
の
字
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し

　
　
て
招
い
て
書
記
と
し
礼
遇
し
た
。
そ
の
後
藩
邸
の
対
聯
は
す
べ

　
　
て
方
観
承
の
手
か
ら
な
っ
た
。
雍
正
帝
が
平
郡
王
邸
に
臨
幸
し

　
　
た
時
そ
の
字
を
見
て
、
誰
の
字
か
訊
ね
ら
れ
、
王
は
方
観
承
の

　
　
名
を
答
え
た
。
雍
正
帝
は
方
観
承
を
召
見
し
、
中
書
街
を
与
え

　
　
た
。
（
徐
珂
『
清
稗
類
妙
』
知
遇
類
、
「
方
観
承
一
生
知
遇
」
）

　
　
平
郡
王
福
彰
に
つ
い
て
は
、
戴
逸
『
乾
隆
帝
及
其
時
代
』
（
人

　
　
民
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
）
に
曹
雪
芹
と
の
関
係
を
中
心
に

　
　
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
『
小
方
壺
齋
輿
地
叢
鋤
』
新
彊
、
『
古
今
遊
記
叢
妙
』
巻
四
十

　
　
五
、
中
央
民
族
学
院
図
書
館
編
『
甘
新
遊
躍
彙
編
』
（
一
九
八

　
　
〇
油
印
）
に
所
収
。
な
お
、
『
甘
新
遊
躍
彙
編
』
本
に
は
呉
豊

　
　
培
の
践
を
附
す
。

（
2
6
）
　
『
宮
崎
市
定
全
集
一
四
　
雍
正
帝
』
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
一

　
　
年
。

（
2
7
）
　
朱
彰
寿
『
旧
典
備
徴
」
巻
四
、
「
漢
大
臣
不
由
正
途
出
身
者
」
、

　
　
に
よ
れ
ば
、
雑
途
出
身
で
一
品
・
二
品
に
至
っ
た
者
は
、
康
煕

　
　
か
ら
道
光
ま
で
で
僅
か
に
三
十
六
人
で
あ
る
。
た
だ
し
、
方
観

　
　
承
の
場
合
は
任
官
後
の
監
生
資
格
で
あ
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
の

　
　
布
衣
か
ら
の
任
官
で
あ
り
、
掲
納
等
で
得
た
例
監
生
な
ど
の
資

　
　
格
を
も
っ
て
任
官
し
た
他
の
者
の
事
例
と
は
異
な
り
、
ほ
ぼ
唯

　
　
一
の
例
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
（
後
考
に
倹
つ
）
。

　
　
な
お
、
康
煕
期
な
ど
に
布
衣
よ
り
三
品
服
を
賜
り
、
の
ち
翰
林

　
　
学
士
に
至
っ
た
例
や
朱
郵
尊
等
が
布
衣
よ
り
史
館
に
入
っ
た
例

　
　
（
各
々
陳
康
棋
『
郎
潜
紀
聞
初
筆
』
巻
六
「
布
衣
賜
三
品
服
」
、

　
　
巻
九
「
四
大
布
衣
」
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
威
豊
以
後
は
「
国
家

　
　
多
難
」
に
よ
り
、
諸
生
・
布
衣
か
ら
破
格
の
抜
擢
で
督
撫
に
至

　
　
る
者
は
多
か
っ
た
。
ま
た
、
趙
慎
珍
（
一
七
六
一
～
一
八
二
五
）

　
　
は
「
わ
が
朝
で
書
記
を
以
て
起
用
さ
れ
大
員
に
至
る
者
は
、
惟

　
　
だ
桐
城
の
方
恪
敏
一
人
の
み
」
（
趙
慎
珍
『
楡
巣
雑
識
』
下
巻
、

　
　
「
方
観
承
」
）
と
し
、
『
清
史
稿
』
巻
一
百
九
、
志
八
十
四
、
選

　
　
挙
四
、
薦
擢
は
、
方
観
承
を
数
少
な
い
事
例
と
し
て
特
記
し
て
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い
る
。

（
2
8
）
　
注
（
2
4
）
参
照
。
お
よ
び
『
述
本
堂
詩
集
」
の
陳
兆
喬
の
序
。

（
2
9
）
　
梁
章
鍾
『
枢
垣
記
略
』
巻
十
八
、
題
名
四
、
「
漢
軍
機
章
京
」

（
3
0
）
　
具
体
的
事
例
は
、
殊
批
奏
摺
や
軍
機
処
棺
案
に
残
さ
れ
た
乾

　
　
隆
初
年
の
銭
貴
に
つ
い
て
の
多
く
の
議
論
を
紹
介
し
た
拙
稿

　
　
「
乾
隆
九
年
京
師
銭
法
八
条
の
成
立
過
程
お
よ
び
そ
の
結
末
－

　
　
乾
隆
初
年
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
の
一
側
面
ー
」
『
九
州
大

　
　
学
東
洋
史
論
集
』
二
十
三
号
、
一
九
九
五
年
、
を
参
照
。

（
3
1
）
　
『
枢
垣
記
略
」
、
巻
二
十
七
、
雑
記
、
に
「
方
恪
敏
公
父
子
は

　
　
皆
に
名
臣
に
し
て
、
そ
の
初
め
皆
に
枢
曹
よ
り
起
家
す
。
後
進

　
　
は
之
を
仰
ぐ
こ
と
山
斗
の
ご
と
し
。
今
円
明
園
満
章
京
直
房
の

　
　
壁
間
に
恪
敏
の
墨
蹟
一
紙
有
り
、
八
・
九
十
年
を
閲
す
る
も
、

　
　
尚
ほ
珍
護
に
し
て
新
た
な
る
ご
と
き
な
り
。
」
と
あ
り
、
こ
れ

　
　
は
方
観
承
が
軍
機
処
に
残
し
た
痕
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
「
父
子
」

　
　
と
あ
る
の
は
子
の
方
維
旬
も
軍
機
章
京
に
任
じ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　
「
山
斗
の
ご
と
く
」
尊
敬
さ
れ
た
背
景
に
は
、
庶
吉
士
か
ら
翰

　
　
林
院
と
い
う
従
来
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
は
別
の
道
、
軍

　
　
機
章
京
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
が
そ
こ
に
位
置
す
る
者
の
自

　
　
尊
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
思
わ
れ
る
。

　
　
と
は
い
え
、
梁
恭
辰
『
北
東
園
筆
録
三
編
』
「
方
勤
裏
公
」
に

　
　
は
、
方
維
旬
が
、
子
の
方
伝
穆
が
編
集
に
な
る
前
、
家
門
は
鼎

　
　
盛
で
あ
る
が
皆
が
翰
林
出
身
で
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い

　
　
る
、
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
や
は
り
漢
人
知
識
人
に
と
っ
て
、

　
　
翰
林
の
地
位
の
清
貴
性
は
ゆ
ら
ぐ
こ
と
が
無
か
っ
た
よ
う
だ
。

（
3
2
）
　
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
一
百
十
、
直
隷
河
工
、
直
隷
総
督
高

　
　
斌
「
永
定
河
河
工
疏
」

（
3
3
）
　
光
緒
『
順
天
府
志
』
巻
四
十
一
、
河
渠
志
六
、
河
工
二
、
永

　
　
定
河
。

（
3
4
）
　
の
ち
乾
隆
十
八
年
、
道
員
は
正
四
品
に
固
定
化
さ
れ
る
が
、

　
　
こ
の
時
期
は
任
用
の
道
に
よ
っ
て
、
正
四
品
と
従
四
品
が
分
か

　
　
れ
て
い
た
。
清
河
道
が
こ
の
時
期
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
は
不
明
。

（
3
5
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
一
百
八
十
一
、
乾
隆
七
年
十
二
月
。

（
3
6
）
　
『
中
国
第
一
歴
史
梢
案
館
蔵
清
代
官
員
履
歴
梢
案
全
編
』
一
、

　
　
履
歴
片
、
に
は
方
観
承
に
対
す
る
乾
隆
帝
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て

　
　
「
妥
当
明
白
之
材
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
乾
隆
八
～
九
年
の
賑
価
対
策
に
つ
い
て
は
霊
①
霞
①
－
卑
一
①
目
①

　
　
毛
　
一
b
口
窪
§
§
、
§
紺
簿
壽
ミ
軋
嵩
⑩
§
O
ミ
嵩
鳴
Ω
g
N
Q
。
驚
゜
う
譜
9
Φ
゜

　
　
勺
p
眠
曾
ζ
o
⊆
け
o
p
一
⑩
゜
。
P
参
照
。

（
3
8
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
二
百
十
、
乾
隆
九
年
二
月
己
酉
。

（
3
9
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
二
百
二
十
九
、
乾
隆
九
年
十
一
月
。

（
4
0
）
　
方
観
承
『
義
倉
奏
議
」
、
ま
た
『
方
恪
敏
公
奏
議
』
巻
五
。

　
　
乾
隆
十
八
年
二
月
十
九
日
奏
摺
。

（
4
1
）
　
署
理
山
東
巡
撫
時
、
漸
江
巡
撫
時
の
方
観
承
の
そ
の
他
の
奏

　
　
摺
は
、
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
4
2
）
　
『
方
恪
敏
公
奏
議
』
巻
二
、
「
撫
漸
奏
議
」
、
乾
隆
十
三
年
九

　
　
月
初
三
日
「
丈
墾
海
塘
新
溢
沙
塗
」
、
同
日
「
査
緋
海
塘
善
後

　
　
事
宜
　
條
款
附
」
等
。
な
お
、
上
田
信
「
地
域
の
履
歴
－
漸
江

　
　
省
奉
化
県
忠
義
郷
1
」
『
社
会
経
済
史
学
』
四
九
ー
二
、
一
九
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八
三
年
、
に
よ
れ
ば
、
清
代
に
入
っ
て
か
ら
王
朝
に
よ
る
海
塘

　
　
の
整
備
が
進
ん
だ
と
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
事
業
は

　
　
そ
の
指
摘
と
符
合
す
る
。

（
4
3
）
　
乾
隆
十
六
年
『
勅
修
両
漸
海
塘
通
志
』
二
十
巻
首
一
巻
、
と

　
　
し
て
刊
行
さ
れ
る
。
方
観
承
の
序
あ
り
。

（
4
4
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
三
百
二
十
二
、
乾
隆
十
三
年
八
月
庚
寅
。

（
4
5
）
　
蓑
枚
「
太
子
太
保
直
隷
総
督
方
恪
敏
公
観
承
神
道
碑
」
（
『
碑

　
　
伝
集
』
巻
七
十
二
、
『
国
朝
書
献
類
徴
初
編
』
巻
一
百
七
十
五
、

　
　
彊
臣
二
十
七
、
所
収
）
直
隷
総
督
に
つ
い
て
の
概
説
書
と
し
て

　
　
は
、
黎
仁
凱
等
『
清
代
直
隷
総
督
与
総
督
署
』
（
中
国
文
史
出

　
　
版
社
、
一
九
九
三
）
が
あ
る
。

（
4
6
）
　
『
宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
輯
か
ら
第
三
十
一
輯
、
お
よ

　
　
び
『
方
恪
敏
公
奏
議
』
巻
三
か
ら
巻
八
ま
で
に
残
さ
れ
た
方
観

　
　
承
の
奏
摺
は
約
＝
二
五
〇
件
、
う
ち
何
等
か
の
形
で
河
工
に
か

　
　
か
わ
る
奏
摺
は
約
一
八
〇
件
で
、
全
体
の
＝
二
％
に
及
ぶ
。
方

　
　
観
承
関
連
の
棺
案
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
他
、
中
国
第
一
歴
史

　
　
棺
案
館
の
殊
批
奏
摺
、
軍
機
処
録
副
（
目
録
に
よ
れ
ば
一
六
三

　
　
〇
件
）
、
内
閣
題
本
、
台
湾
中
央
研
究
院
蔵
の
『
明
清
棺
案
』

　
　
の
題
本
、
故
宮
所
蔵
軍
機
処
録
副
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て

　
　
存
在
す
る
。
そ
の
他
、
広
文
書
局
出
版
の
『
乾
隆
廷
寄
』
は
、

　
　
実
は
方
観
承
に
宛
て
ら
れ
た
軍
機
処
字
寄
で
あ
る
が
、
そ
の
原

　
　
本
の
所
在
は
不
明
。
北
京
の
国
家
図
書
館
（
善
本
室
）
蔵
の

　
　
『
述
本
堂
奏
議
』
は
請
安
摺
も
含
ん
だ
方
観
承
の
奏
摺
を
集
め

　
　
た
紗
本
。
十
五
冊
目
か
ら
二
十
五
冊
目
ま
で
の
残
十
一
冊
で
あ

　
　
り
、
乾
隆
十
九
年
七
月
四
日
か
ら
乾
隆
二
十
四
年
八
月
二
十
五

　
　
日
ま
で
で
あ
る
。
序
・
祓
と
も
に
欠
い
て
い
る
の
で
編
纂
者
や

　
　
編
纂
の
目
的
等
は
不
明
。

（
4
7
）
　
拙
稿
「
清
中
期
直
隷
省
に
お
け
る
地
域
経
済
と
行
政
－
永
定

　
　
河
治
水
を
中
心
と
し
て
ー
」
川
勝
守
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

　
　
生
産
と
流
通
の
歴
史
社
会
学
的
研
究
』
、
中
国
書
店
、
一
九
九

　
　
三
年
。

（
4
8
）
　
『
御
製
詩
四
集
』
巻
五
十
九
、
「
懐
旧
詩
」
。

（
4
9
）
　
注
（
1
2
）
前
掲
、
銚
鼎
「
方
恪
敏
公
家
伝
」
。

（
5
0
）
　
拙
稿
「
清
代
直
隷
省
の
治
水
政
策
－
乾
隆
前
期
の
子
牙
河
治

　
　
水
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
近
刊
）

（
5
1
）
　
方
観
承
は
乾
隆
十
六
年
末
か
ら
十
七
年
に
か
け
て
、
長
垣
県
・

　
　
東
明
県
で
起
き
た
黄
河
氾
濫
に
よ
る
水
害
対
策
を
行
う
。
『
方

　
　
恪
敏
公
奏
議
』
巻
四
、
畿
輔
奏
議
、
明
清
時
代
の
直
隷
省
（
明

　
　
代
は
北
直
隷
）
の
行
政
区
域
が
黄
河
の
氾
濫
原
ま
で
南
方
の
び

　
　
て
い
る
の
は
、
黄
河
治
水
を
中
央
が
直
轄
し
よ
う
と
い
う
意
図

　
　
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
5
2
）
　
『
高
宗
実
録
」
巻
三
百
六
十
、
乾
隆
十
五
年
三
月
丙
午
。
な

　
　
お
、
加
衛
の
理
由
は
「
節
制
宣
労
、
才
献
練
達
」
。

（
5
3
）
　
『
宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
輯
、
乾
隆
十
七
年
七
月
十
二

　
　
日
、
山
東
布
政
使
司
布
政
使
李
謂
奏
摺
。

（
5
4
）
　
拙
稿
「
乾
隆
初
期
の
通
貨
政
策
1
直
隷
省
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
十
八
号
、
　
一
九
九
〇
年
、
同
「
乾

　
　
隆
初
期
に
お
け
る
銅
銭
流
通
の
地
域
差
に
つ
い
て
1
梢
案
史
料
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を
中
心
と
し
て
ー
（
上
）
（
下
）
『
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所

　
　
月
報
』
一
七
七
・
一
七
八
号
、
一
九
九
七
年
、
参
照
。

（
5
5
）
　
畿
輔
義
倉
に
つ
い
て
は
、
村
松
祐
次
「
清
代
の
義
倉
」
『
一

　
　
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
」
一
一
号
、
一
九
六
九
年
、

　
　
が
そ
の
概
略
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
5
6
）
　
比
較
的
近
い
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
乾
隆
（
四
十
四
年
刊
、
章

　
　
学
誠
撰
）
『
永
清
県
志
』
巻
九
戸
書
第
二
は
、
永
清
県
に
設
置

　
　
さ
れ
た
四
つ
の
義
倉
の
う
ち
、
三
つ
は
廃
さ
れ
、
地
基
を
残
す

　
　
の
み
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
「
北
路
義
倉
」
は
豊
年
に
摘
に

　
　
よ
り
備
蓄
し
て
い
る
、
と
す
る
。
光
緒
『
順
天
府
志
』
巻
五
十

　
　
五
、
経
政
志
二
、
「
倉
儲
」
は
、
各
県
の
義
倉
を
す
べ
て
列
記

　
　
し
て
い
る
が
、
皆
廃
止
さ
れ
た
と
す
る
。
乾
隆
年
間
に
は
部
分

　
　
的
に
維
持
す
る
努
力
は
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5
7
）
　
『
高
宗
実
録
」
巻
四
百
六
十
、
乾
隆
十
九
年
四
月
庚
辰
。
加

　
　
街
の
理
由
は
「
宣
力
中
外
、
夙
夜
靖
共
、
嘉
乃
純
勤
、
宜
加
顕

　
　
秩
」
。
な
お
『
国
史
列
伝
』
な
ら
び
に
そ
れ
を
も
と
に
書
か
れ

　
　
た
伝
記
は
、
乾
隆
二
十
年
四
月
と
す
る
が
誤
り
。
中
華
書
局
版

　
　
『
清
史
列
傳
』
（
王
鍾
翰
点
校
）
の
校
勘
記
は
、
原
本
の
三
十
年

　
　
を
二
十
年
に
改
め
る
が
、
典
拠
と
し
た
実
録
の
記
事
が
取
り
違

　
　
え
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
誤
っ
て
い
る
。

（
5
8
）
　
留
養
局
設
置
に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。
「
（
流
寓
時

　
　
代
、
方
観
承
は
）
杭
州
に
至
り
、
西
湖
に
通
り
が
か
る
と
、
数

　
　
十
人
の
人
が
星
士
を
囲
ん
で
人
相
を
談
じ
て
い
た
。
星
士
は
観

　
　
承
を
ち
ら
と
見
る
と
、
に
わ
か
に
机
を
離
れ
て
撲
手
し
て
、

『
貴
人
至
れ
り
」
と
言
っ
た
。
方
観
承
が
ひ
や
か
さ
れ
た
と
思

い
、
ま
じ
め
な
顔
で
『
私
は
人
相
占
い
な
ど
し
て
も
ら
う
つ
も

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
ら
か
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
』
と
い
う
と
、

星
士
は
『
こ
こ
で
は
深
く
語
り
尽
く
せ
ま
せ
ん
。
場
所
を
変
え

ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
占
い
の
道
具
を
か
た
づ
け
、
小
さ
な
廟

に
入
り
、
観
承
を
座
ら
せ
て
う
や
う
や
し
く
、
『
私
は
江
湖
を

渡
り
歩
い
て
数
十
年
。
人
相
も
ず
い
ぶ
ん
見
て
き
ま
し
た
が
、

一
度
も
は
ず
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
、
い
つ
の

日
か
官
途
に
つ
き
、
さ
ら
に
は
総
督
に
ま
で
到
る
で
し
ょ
う
。

惜
し
む
ら
く
は
そ
の
終
わ
り
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
今
、

官
星
は
す
で
に
現
れ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
北
京
に
行
き
な
さ
い
。

き
っ
と
機
縁
が
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
。
観
承
は
『
罪
人

の
子
で
出
世
の
道
が
無
い
こ
の
私
に
た
と
え
機
縁
が
あ
る
と
し

て
も
、
日
々
の
食
に
も
苦
し
む
こ
の
身
、
ど
う
や
っ
て
北
上
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
』
す
る
と
星
士
は
宅
か
ら
二
〇
金

を
持
っ
て
来
て
観
承
に
贈
り
、
　
一
枚
の
紙
に
人
名
を
書
き
、

『
他
日
、
陳
甘
を
お
治
め
に
な
ら
れ
る
と
き
、
あ
る
総
兵
が
軍

機
を
誤
り
斬
刑
に
擬
せ
ら
れ
る
事
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際

そ
の
者
を
是
非
助
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
が
私
へ
の
恩
に
報
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
』
と
頼
ん
だ
。
…
…
（
中
略
）

…
…
観
承
は
そ
の
後
累
進
し
て
『
貴
人
』
と
な
っ
た
。
…
…

（
中
略
）
…
…
観
承
は
星
士
の
『
終
わ
り
を
全
う
で
き
な
い
』

と
い
う
言
葉
を
気
に
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
星
士
を
直
隷
総
督

署
に
招
き
、
免
れ
る
方
法
を
聞
い
た
。
星
士
は
『
こ
れ
は
決
ま

黛方観承とその時代93



　
　
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
お
お
い
な
る
善
事
を
な
し
、
千

　
　
万
人
の
命
を
救
え
ば
、
天
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
』

　
　
と
い
っ
た
。
観
承
は
旧
案
を
あ
ま
ね
く
調
べ
、
直
隷
全
省
で
流

　
　
民
が
道
す
が
ら
横
死
す
る
こ
と
、
多
い
年
に
は
数
百
に
お
よ
ぶ

　
　
こ
と
を
知
り
、
留
養
局
を
設
け
て
こ
れ
を
救
お
う
と
考
え
た
。

　
　
観
承
は
既
に
そ
の
こ
と
を
心
に
決
め
た
が
、
ま
だ
口
に
は
だ
さ

　
　
な
か
っ
た
。
翌
朝
、
星
士
に
会
う
と
『
あ
な
た
の
満
面
に
よ
い

　
　
光
が
満
ち
て
い
ま
す
。
必
ず
大
き
な
功
徳
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
　
た
だ
刑
を
免
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
御
子
孫
も
累
代
繁
栄
す
る

　
　
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
』

　
　
と
言
っ
た
。
観
承
は
先
ほ
ど
の
考
え
を
星
士
に
伝
え
た
。
ま
た
、

　
　
上
奏
し
て
実
行
し
た
。
の
ち
、
陳
甘
の
軍
営
の
事
が
明
ら
か
に

　
　
な
っ
た
。
二
人
の
督
撫
と
一
人
の
将
軍
が
処
罰
さ
れ
、
観
承
も

　
　
連
座
し
た
が
、
特
旨
に
よ
り
許
さ
れ
た
。
」
（
徐
珂
『
清
稗
類
紗
』

　
　
知
遇
類
、
「
方
観
承
一
生
知
遇
」
）
瀟
穆
『
敬
孚
類
稿
』
巻
十
四
、

　
　
「
記
方
恪
敏
公
軟
事
二
則
」
、
に
上
記
の
原
型
と
思
わ
れ
る
逸
話

　
　
が
あ
り
、
揚
州
の
塩
商
宅
、
ま
た
漸
江
某
官
署
で
の
食
客
時
に
、

　
　
二
度
そ
の
異
相
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
5
9
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
四
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
年
九
月
丙
申
。

（
6
0
）
光
緒
『
畿
輔
通
志
」
巻
三
十
、
職
官
六
、
に
は
「
二
十
一
年

　
　
三
月
於
山
東
恩
県
接
駕
回
任
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
（
二
月
十

　
　
三
日
～
四
月
初
一
日
）
乾
隆
帝
は
孔
子
廟
に
二
度
目
の
巡
幸
し

　
　
て
い
る
。

（
6
1
）
　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
清
期
畿
輔
水
利
論
の
位
相
」

　
　
『
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
二
五
、
一
九
九
四
、
を
参

　
　
照
。
方
観
承
自
身
は
処
分
を
免
れ
た
が
、
天
津
関
係
の
三
人
の

　
　
満
州
人
官
僚
が
流
放
さ
れ
た
。
直
隷
省
で
は
、
旗
人
の
利
害
に

　
　
関
わ
る
問
題
が
多
い
。
森
田
明
「
清
代
直
隷
の
清
河
治
水
と
千

　
　
里
長
隈
－
文
安
隈
工
に
お
け
る
旗
人
問
題
を
中
心
に
ー
」
『
九

　
　
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
十
一
号
、
一
九
九
八
、

　
　
に
は
県
レ
ベ
ル
で
の
旗
地
所
有
・
管
理
者
と
官
の
争
い
が
描
か

　
　
れ
る
。

（
6
2
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
七
百
九
十
三
、
乾
隆
三
十
二
年
八
月
丁
亥
。

　
　
英
廉
は
乾
隆
十
五
年
永
定
河
の
工
事
を
誤
り
、
永
定
河
道
を
革

　
　
職
と
な
っ
て
い
る
。
（
『
国
朝
書
献
類
徴
』
巻
二
十
四
）

（
6
3
）
　
『
方
恪
敏
公
奏
議
」
巻
八
、
畿
輔
奏
議
、
乾
隆
三
十
年
四
月

　
　
十
一
日
「
恭
進
棉
花
図
冊
」
、
乾
隆
三
十
年
七
月
十
六
日
「
恭

　
　
緻
棉
花
図
冊
並
叩
謝
天
恩
」
。
『
棉
花
図
』
は
各
所
に
拓
本
が
蔵

　
　
さ
れ
て
お
り
、
印
刷
物
と
し
て
は
一
九
三
五
年
満
洲
棉
花
協
会

　
　
が
訳
出
出
版
（
訳
者
一
吉
川
幸
次
郎
）
し
た
も
の
、
ま
た
そ
の

　
　
絶
版
後
、
一
九
四
一
年
七
月
に
財
団
法
人
日
本
棉
花
栽
培
協
会

　
　
が
リ
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
が
あ
る
。
棉
花
図
は
中
村
哲
『
中
国

　
　
社
会
史
研
究
序
説
』
（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
）
に
紹
介
さ

　
　
れ
て
い
る
。
の
ち
嘉
慶
十
三
年
、
嘉
慶
帝
に
よ
り
『
欽
定
授
衣

　
　
広
訓
」
二
巻
と
し
て
再
刻
刊
さ
れ
る
。

（
6
4
）
　
『
宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
十
一
輯
、
乾
隆
三
十
三
年
七

　
　
月
二
十
六
日
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
摺
。

（
6
5
）
　
『
起
居
注
冊
』
乾
隆
三
十
三
年
歳
次
戊
子
八
月
上
。
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（
6
6
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
八
百
十
七
、
乾
隆
三
十
三
年
八
月
壬
申
。

（
6
7
）
　
『
高
宗
実
録
』
巻
八
百
十
八
、
乾
隆
三
十
三
年
九
月
甲
午
。

（
6
8
）
　
『
御
製
詩
四
集
』
巻
五
十
九
、
古
今
体
三
十
七
首
、
己
亥
五
、

　
　
五
督
臣
五
首
。

（
6
9
）
　
趙
慎
珍
『
楡
巣
雑
識
」
上
巻
、
「
賢
良
祠
」
。
賢
良
祠
は
雍
正

　
　
八
年
七
月
に
建
て
ら
れ
、
白
馬
関
聖
廟
の
側
ら
に
あ
る
。
現
在

　
　
の
地
安
門
付
近
。

（
7
0
）
　
陳
康
棋
『
郎
潜
紀
聞
四
筆
』
「
方
観
承
片
語
回
天
」
、
梁
恭
辰

　
　
『
北
東
園
筆
録
』
巻
一
「
方
恪
敏
公
片
言
回
天
」
。
な
お
陳
康
棋

　
　
は
乾
隆
帝
の
治
下
、
国
家
全
盛
の
時
に
、
手
に
武
器
を
行
幸
の

　
　
列
に
衝
突
す
る
な
ど
、
狂
人
で
な
け
れ
ば
行
う
わ
け
は
な
い
、

　
　
と
し
て
詳
察
を
行
わ
な
か
っ
た
彼
の
判
断
力
を
評
価
し
て
い
る

　
　
が
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
。

（
7
1
）
　
注
（
4
5
）
前
掲
、
蓑
枚
「
太
子
太
保
直
隷
総
督
方
恪
敏
公
観
承

　
　
神
道
碑
」
・
注
（
1
2
）
前
掲
、
銚
鰭
「
方
恪
敏
公
家
伝
」
。
彼
ら
は
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
「
逆
匪
為
乱
」
・
「
逆
民
為
乱
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ

　
　
ら
の
伝
記
で
は
期
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
高
宗
実
録
』

　
　
で
該
当
す
る
の
は
、
乾
隆
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日
に
正
定
府

　
　
の
兵
丁
が
拾
っ
た
紙
包
の
な
か
の
字
帖
に
書
か
れ
た
文
字
が

　
　
「
悸
逆
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
事
件
で
あ
る
。
方
観

　
　
承
が
七
月
六
日
に
こ
の
件
に
つ
い
て
上
奏
を
行
い
、
そ
の
日
に

　
　
上
諭
が
下
さ
れ
て
以
来
、
二
十
六
日
ま
で
の
二
十
日
間
に
十
五

　
　
本
の
関
連
上
諭
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
『
高
宗
実
録
』

　
　
巻
六
百
六
十
六
～
六
百
六
十
七
、
最
初
の
廷
寄
は
『
乾
隆
廷
寄
』

　
　
で
確
認
で
き
、
十
日
に
兵
部
加
封
で
出
さ
れ
て
い
る
）
以
前
の

　
　
孫
嘉
塗
偽
稿
事
件
、
の
ち
の
割
辮
案
に
比
す
べ
き
乾
隆
帝
の
非

　
　
常
に
敏
感
な
反
応
は
注
目
に
値
す
る
。
『
高
宗
実
録
』
で
は
結

　
　
論
は
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
伝
記
に
伝
え
る
よ
う

　
　
な
結
末
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
7
2
）
　
同
上
、
蓑
枚
と
眺
鼎
の
碑
伝
。

（
7
3
）
　
昭
樋
『
囎
亭
続
録
』
巻
一
、
「
外
官
賜
花
栩
」
。

（
7
4
）
　
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
「
蓑
枚
』
（
加
島
祥
造
等
訳
、
平

　
　
凡
社
東
洋
文
庫
六
五
〇
、
一
九
九
九
年
）

（
7
5
）
　
注
（
4
5
）
前
掲
、
衷
枚
「
太
子
太
保
直
隷
総
督
方
恪
敏
公
観
承

　
　
神
道
碑
」
。

（
7
6
）
　
同
上
。
易
宋
愛
『
新
世
説
』
巻
一
。
そ
の
他
、
注
（
5
8
）
前
掲

　
　
『
敬
孚
類
稿
』
巻
十
四
、
「
記
方
恪
敏
公
軟
事
二
則
」
、
に
、
後

　
　
に
直
隷
総
督
と
な
る
周
元
理
・
楊
景
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

　
　
人
物
の
官
歴
を
予
測
し
、
彼
ら
が
知
県
・
知
府
の
時
に
直
隷
総

　
　
督
の
公
務
を
見
学
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
逸
話
、
直
隷
按
察
使

　
　
襲
宗
錫
の
将
来
の
大
成
を
見
越
し
、
死
の
間
際
に
子
の
方
維
旬

　
　
の
今
後
を
託
し
、
斐
の
娘
と
方
維
旬
の
婚
姻
を
請
う
た
、
と
い

　
　
う
逸
話
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
7
）
　
梁
恭
辰
『
北
東
園
筆
録
三
編
』
「
杭
州
許
氏
陰
徳
」
。

（
7
8
）
　
支
偉
成
『
清
代
撲
学
大
師
列
伝
』
呉
派
経
学
家
列
伝
第
四

　
　
「
余
薫
客
」
。
そ
の
名
声
を
聞
い
た
方
観
承
に
よ
り
特
に
保
定
に

　
　
招
か
れ
、
「
畿
輔
水
利
志
』
の
編
纂
に
従
事
し
た
。

（
7
9
）
　
乾
隆
三
十
三
年
、
方
観
承
の
招
聰
に
応
じ
て
『
直
隷
河
渠
書
』
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（
『
中
国
史
学
叢
書
』
三
編
、
所
収
）
を
編
纂
し
た
。
未
完
成
の

　
　
う
ち
に
方
観
承
が
没
し
た
が
、
嘉
慶
年
間
王
履
泰
が
自
著
と
偽

　
　
り
『
畿
輔
安
瀾
志
』
（
国
会
図
書
館
蔵
）
と
し
て
皇
帝
に
奉
っ

　
　
た
。
『
直
隷
河
渠
書
』
は
趙
一
清
の
著
作
と
も
擬
さ
れ
た
が
、

　
　
段
玉
裁
は
戴
震
の
著
作
と
断
じ
て
い
る
。
以
上
は
梁
啓
超
『
清

　
　
代
学
術
概
論
』
（
小
野
和
子
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
二
四
五
、

　
　
一
九
七
四
）
の
訳
注
（
一
＝
頁
）
参
照
。
た
だ
、
『
清
史
稿
」

　
　
巻
四
百
八
十
五
、
は
趙
一
清
が
草
稿
を
書
き
、
戴
震
が
そ
れ
を

　
　
要
刷
し
た
と
す
る
。

（
8
0
）
　
注
（
1
2
）
前
掲
、
眺
鼎
「
方
恪
敏
公
家
伝
」
、
注
（
8
）
前
掲

　
　
『
桐
城
善
旧
伝
』
方
恪
敏
公
伝
第
九
十
三
、
陳
康
棋
『
郎
潜
紀

　
　
聞
初
筆
』
巻
二
、
「
方
恪
敏
公
不
納
故
友
孫
女
為
妾
」
、
陳
康
棋

　
　
『
郎
潜
紀
聞
四
筆
』
「
方
観
承
逸
事
」
。

（
8
1
）
　
呉
振
械
『
養
吉
齋
余
録
』
巻
八
。

（
8
2
）
　
注
（
8
）
前
掲
『
桐
城
書
旧
伝
』
方
恪
敏
公
伝
第
九
十
三
。

（
8
3
）
　
同
上
。

（
8
4
）
　
挑
永
撲
「
旧
聞
随
筆
』
巻
四
、
「
方
恪
敏
公
父
子
」
。

（
8
5
）
　
『
薇
香
集
・
燕
香
集
・
燕
香
二
集
』
挑
鼎
の
序
（
嘉
慶
十
四

　
　
年
）
。

（
8
6
）
　
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
「
文
化
資
本
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
中
国
史

　
　
へ
の
応
用
は
伊
原
弘
・
小
島
毅
編
『
知
識
人
の
諸
相
－
中
国
宋

　
　
代
を
基
点
と
し
て
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
）
を
参
照
。

（
8
7
）
　
『
御
製
詩
四
集
』
巻
五
十
九
、
古
今
体
三
十
七
首
、
己
亥
五
、

　
　
五
督
臣
五
首
。
四
行
目
の
夫
、
十
一
行
目
の
菖
、
十
四
行
目
の

予
、
十
六
行
目
の
倶
、
十
八
行
目
の
吾
、
は
韻
字
で
意
味
は
無

く
、
古
代
文
学
風
の
表
現
で
あ
る
。
十
一
行
目
の
韻
字
は
段
落

の
変
わ
り
目
を
あ
ら
わ
す
。
な
お
、
こ
の
詩
の
韻
字
の
使
い
方
、

ま
た
読
解
に
あ
た
っ
て
は
専
修
大
学
文
学
部
の
松
原
朗
教
授
の

ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
　
知
識
人
、

　
　
　
　
　
　
観
承

士
大
夫
、
官
僚
制
、
乾
隆
期
の
政
治
、
方
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The　Life　and　Era　of　Fang　Guancheng

TO　Takehiko

Key　words：Intellectuals，　Scholar－officials，

Qianlong　peri6d，　Fang　Guancheng

Bureaucracy，　Politics　in

　This　article　attempts　to　throw　hght　on　the　political　features　of　the

mid　Qing　period　by　studying　the　life　of　Fang　Guancheng，　a　scholar－

official　who　was　renowned　in　the　region　of　the　Qian－long　Emperor．

　Fang　Guancheng　belonged　to　the　celebrated　Fang　family　of　the

Tong－cheng　County．　His　grandfather　and　father　were　involved　in　the

literary　inquisition　of　the　work　referred　to　as　Nan－shan　ji，　and　they

were　banished　to　Bu－kuai　in　the　Heilongjiang　province．　In　order　to

support　them，　Fang　Guancheng　frequently　visited　Bu－kuai　on　foot

from　his　house　in　the　Nan－jing。　This　challenging　experience　exposed

him　to　the　difference　in　mallners　and　customs　between　North　and

South　China，　which　helped　him　become　a　faithful　and　efficient　official．

　In　1735　Fang　Guancheng　was　appointed　as　the　secretary　of　the　Grand

Secretariat　although　he　did　not　possess　the　requisite　degree，　Finally，　in

1749，he　was　promoted　to　the　post　of　governor－general　of　Zhili．

During　his　sojourn　in　Zhili　province，　he　undertook　various　river

improvement　projects，　which　were　great　successes．　The　Qian－long

Emperor　had　confidence　in　his　civil－administration　ability，　He　was

also　famous　as　a　poet。　Aconsiderable　amount　of　his　writings　has

survived　and　has　been　handed　down　to　us．

　In　the　eighteen　century，　under　the　reigll　of　the　Qian－long　Emperor，

China　enjoyed　a　glorious　period．　Fang　Guancheng　and　his　colleagues，

apPointed　by　the　Qian－long　Emperor　himself　at　the　beginning　of　his

reign，　supported　his　politics．　However，　after　their　death　in　the　1770　s，

confusion　arose　in　the　Chinese　political　scene．
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