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消
朝
の
乾
隆
嘉
慶
の
時
代
は
考
掟
の
學
が
全
盛
を
極
め
た
時
で
あ
っ
て
、
経
學
は
勿
論
史
學
に
於
て
も
考
披
の
大
家
た
る
錢

大
斯
、
王
嗚
盛
な
ぐ
J

>

い
ふ
人
が
出
て
ヽ
、
史
學
の
風
湖
を
全
く
考
檬
に
傾
け
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
其
の
時
代
に
於
て
浙

江
の
紹
興
府
か
ら
一
人
の
幾
つ
だ
學
者
が
出
た
。
さ
う
し
て
一
代
の
風
潮
の
間
に
獨
立
し
て
、
史
學
を
考
掟
の
方
法
に
披
ら
す

し
て
、
全
く
理
論
的
の
考
へ
方
か
ら
研
究
し
た
の
で
あ
る
0

其
の
人
が
即
ち
章
學
誠
で
あ
る
0

此
の
人
は
其
の
生
立
ち
か
ら
し

て
少
し
普
通
の
學
者
ご
は
襲
つ
て
居
つ
て
、
其
の
幼
時
は
極
め
て
遅
鈍
な
人
で
あ
っ
て
、
至
っ
て
記
憶
が
悪
く
、
十
五
六
歳
頃

其
の
父
が
地
方
の
知
縣
を
し
て
居
つ
て
、
家
庭
敢
師
を
販
入
れ
て
學
問
ヤ

J

さ
し
た
が
、
僅
か
敷
百
字
の
文
句
を
暗
誦
す
る
こ
ビ

に
も
、
非
常
に
困
難
を
威
じ
て
、
其
の
く
せ
何
か
意
見
は
有
つ
て
居
つ
て
、
文
年
早
も
下
手
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
自
分
一
己
の
理

窟
セ
立
て
A

も
の
を
曹
い
て
、
家
庭
放
師
な
ぐ
ぶ
ッ
言
ふ
こ
マ
J

は
聞
か
な
い
0

殆
ざ
持
て
あ
ま
さ
れ
た
程
で
あ
っ
た
が
、
二
十
一

二
歳
位
か
ら
其
の
學
問
が
其
の
長
所
を
務
揮
し
て
末
て
、
殊
に
一
己
の
創
見
に
よ
っ
て
著
述
す
る
こ
＜
J

に
典
味
を
有
つ
て
末
た
。

進
士
の
試
瞼
に
は
首
尾
好
く
及
第
し
た
が
、
其
の
學
風
も
亦
其
の
人
ご
鴬
り
も
餘
程
愛
っ
て
居
っ
た
の
で
、
官
途
の
出
仕
も
出

末
す
、
一
生
を
不
遇
に
暮
し
た
が
、
併
し
其
の
間
に
著
述
し
た
所
の
「
文
史
通
義
」
「
校
讐
通
義
」
ご
い
ふ
本
は
、
ま
だ
出
版
せ

ら
れ
な
い
魯
国
時
か
ら
し
て
、
既
に
有
識
者
に
認
め
ら
れ
て
、
之
を
好
む
人
は
非
常
に
憬
秤
し
て
、
其
の
一
文
出
づ
る
毎
に
皆
之

を
寓
し
偲
へ
て
有
つ
て
居
る
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
歿
後
其
の
子
に
よ
っ
て
著
述
は
出
版
せ
ら
れ
、
幾
度
も
版
を
重
ね
た
が
、

最
近
敷
年
前
に
至
っ
て
、
北
（
の
全
集
ャ
m

出
版
す
ろ
人
が
あ
っ
て
、
今
で
は
其
の
學
問
は
非
常
に
光
を
放
つ
て
、
殊
に
新
し
い
西

洋
の
學
問
な
ざ
を
修
め
た
人
々
の
為
に
諄
重
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
自
分
は
此
の
人
の
文
史
通
義
、
校
讐
通
義
セ
讀
ん
だ

章

學

誠

の

史

學

文

學

博

士

内

藤

虎

次

郎



の
は
明
治
三
十
五
年
が
初
め
て
で
、
其
の
時
に
大
菱
面
白
か
っ
た
の
で
本
を
一
一
部
杭
州
で
買
つ
て
、
一
部
を
常
時
支
那
留
學
中
の

狩
野
博
士
に
贈
っ
た
0

其
の
後
マ
J

も
大
學
な
ざ
で
も
頗
る
此
の
人
の
學
問
を
鼓
吹
し
た
が
、
其
の
著
述
も
総
に
我
邦
で
は
割
に

多
く
人
に
讀
ま
れ
る
や
う
に
な
っ
た
3

で
十
敷
年
前
に
端
な
く
も
其
の
全
集
の
未
列
本
を
得
て
、
之
を
通
讀
し
た
所
か
ら
、
此

の
人
の
年
譜
を
作
っ
て
登
表
し
た
の
が
本
に
な
っ
て
、
支
那
の
胡
適
こ
い
ふ
人
が
更
に
自
分
の
作
っ
た
年
譜
を
壻
訂
し
て
、
世

に
公
に
し
た
の
で
、
支
那
の
新
し
い
學
者
の
間
に
注
意
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
が
、
其
の
前
か
ら
支
那
の
餌
學
を
修
め
る
人
で

も
張
爾
田
、
孫
捻
謙
な
ざ
'tJ

い
ふ
人
は
、
其
の
學
風
を
経
つ
て
特
別
に
研
鑽
を
し
て
居
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
は
胡
適
の
外

に
も
精
華
學
堂
を
出
セ
挑
名
逹
並
に
四
川
の
學
者
で
劉
咸
折
こ
い
ふ
人
な
ざ
が
、
最
も
章
氏
の
學
セ
漿
揮
し
て
、
各
著
述
を
公

に
し
て
居
る
e
今
日
で
は
此
の
人
の
學
問
を
特
別
に
鼓
吹
す
る
必
要
も
な
い
程
に
な
っ
た
け
れ
ざ
も
、
以
前
は
其
の
學
問
が
一

種
の
勝
れ
た
特
色
が
あ
る
こ
こ
は
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
°
或
は
多
少
認
め
ら
れ
て
も
其
の
具
意
を
了
解
す
る
者
が
少
か
っ
た

の
で
、
自
分
も
之
を
鼓
吹
し
た
の
で
あ
っ
た
。

今
H
で
も
乾
隆
嘉
慶
年
代
に
於
て
、
斯
く
の
如
き
卓
抜
な
一
種
の
學
問
を
し
た
こ
い
ふ
こ
マ
J

は
、
依
然
ご
し
て
其
の
憤
値
は

失
は
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
其
の
學
問
の
淵
源
は
勿
論
古
く
漢
代
の
劉
阿
、
劉
欲
、
唐
代
の
劉
知
幾
、
宋
代
鄭
樵
な
ぐ
J

か
ら
出

で
居
る
と
は
言
へ
、
章
學
誠
獨
自
の
極
め
て
透
徹
し
た
前
人
未
悛
の
考
へ
も
あ
っ
て
、
殊
に
史
學
を
標
榜
し
て
は
居
る
が
、
あ

ら
ゆ
る
學
問
を
方
法
論
の
原
理
か
ら
考
へ
る

Jゞ

い
ふ
こ
マ
」
は
、
類
ひ
な
き
卓
見

Jゞ

い
つ
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
0

で
此
の
人
の

學
問
は
理
論
の
組
織
が
頗
る
細
密
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
其
の
組
立
て
た
方
法
に
従
つ
て
研
究
し
て
往
か
な
け
れ
ば
理
解
が
仕
難

い
か
ら
、
之
セ
短
い
時
間
で
説
明
す
る
マ
J

い
ふ
こ
マ
J

は
頗
る
困
難
で
あ
る
け
れ
ぐ

:3、
試
に
其
の
根
本
に
な
る
所
の
原
則
だ
け

を
説
明
し
て
、
其
の
學
風
の
一
端
を
紹
介
し
て
見
た
い
ご
思
ふ
。

一
般
の
學
者
か
ら
見
れ
ば
、
此
の
人
は
史
學
家
こ
し
て
見
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
本
人
の
考
へ
で
は
其
の
著
述
の
表
題



に
も
あ
る
如
（
・
文
史
に
閾
す
る
原
則
の
研
究
ぱ
の
つ
て
、
文
史
ご
い
へ
ば
大
盟
に
於
て
著
述
の
全
憫
に
一
旦
る
の
で
あ
る
°
唐
害

の
蘊
文
志
に
は
文
史
類
を
廣
義
の
文
學
評
論
の
意
義
に
用
ひ
て
居
る
。
文
史
通
義
＜
J

い
ふ
意
味
は
今
の
言
葉
で
言
へ
ば
、
著
述

批
評
の
原
論
ご
も
い
ふ
べ
き
も
り
で
あ
る
が
、
勿
論
此
の
著
述
即
ち
思
想
の
表
現
の
第
一
の
到
象
こ
な
る
も
の
は
、
逍
で
あ
る

道
こ
い
ふ
も
の
を
此
の
人
は
説
明
し
て
、
「
道
な
る
者
萬
事
萬
物
の
然
る
所
以
に
し
て
3

而
し
て
萬
事
萬
物
の
常
に
然
る
べ
き
に

あ
ら
ざ
る
な
b

0

人
の
得
て
見
る
べ
き
も
の
は
°
則
ち
其
の
常
に
然
る
べ
き
の
み
」
マ
J

言
っ
て
居
る
0

此
の
人
は
其
の
逍
の
登

生
し
て
末
る
順
序
を
考
へ
て
、
道
は
天
に
生
じ
、
天
地
が
人
を
生
一
＞
れ
ば
、
荘
に
逍
あ
る
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
未
だ
形
に
現
れ
な
い
。
道
の
形
に
現
れ
る
の
は
一
二
人
居
室
か
ら
始
ま
る
。
―
二
人
室
に
居
れ
ば
其
慮
に
分
任
、
今
H
の
言
葉
で

言
へ
ば
分
業
y
J

い
ふ
も
の
が
生
す
る
°
或
は
各
別
に
事
を
司
る
°
或
ぱ
延
代
の
仕
事
を
す
る
マ
J

い
ふ
こ
こ
に
な
る
が
、
さ
う
な

つ
て
末
る
こ
均
平
、
秩
序
マ
J

い
ふ
こ
こ
が
出
来
る
0

平
等
マ
J

秩
序
マ
J

が
索
れ
る
こ
ビ
が
あ
る
の
で
、
年
長
者
を
し
て
其
の
平
を

持
せ
し
め
る
、
即
ち
裁
判
を
す
る
こ
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
し
て
長
幼
尊
卑
の
別
も
出
末
、
そ
れ
か
ら
什
伍
、
千
、
百

マJ
い
ふ
や
う
に
敷
が
殖
え
て
、
さ
う
し
て
各
組
が
分
れ
る
マ
J

い
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
末
る
ご
、
各
其
の
上
に
オ
の
す
ぐ
れ
た
組
の

頭
が
出
末
、
さ
う
し
て
更
に
徳
の
盛
ん
な
者
を
推
し
て
之
を
統
治
す
る
こ
い
ふ
こ
こ
に
な
っ
て
、
其
虞
に
君
マ
J

な
b
師
こ
な
る

者
が
出
末
て
末
る
。

斯
く
の
如
く
し
て
道
は
段
々
螢
展
し
て
末
た
の
で
あ
る
が
、
支
那
の
歴
史
こ
し
て
は
法
が
積
み
美
が
備
は
り
、
肝
康
の
時
代

に
至
っ
て
善
を
叢
し
た
°
殷
は
夏
に
因
．
り
周
は
殷
に
鑑
み
、
周
公
に
至
っ
て
大
成
し
た
0

周
公
が
大
成
し
た
こ
い
ふ
の
は
、
周

公
は
固
よ
り
連
人
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
併
し
其
の
大
成
す
る
の
は
周
公
の
智
力
に
よ
っ
て
能
く
し
た
の
で
は
な
い
。
其
の
時
會

が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
古
来
の
挫
人
で
集
め
て
大
成
し
た
ご
い
ふ
の
は
、
勿
論
周
公
獨
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
會
が
周

公
を
し
て
さ
う
さ
せ
た
の
で
、
周
公
自
ら
も
、
自
分
が
集
め
て
大
成
す
る
時
會
に
賞
っ
た
'tJ

:
,
ふ
こ
こ
を
知
ら
す
に
、
自
ら
大



成
し
た
の
で
あ
る
°
然
る
に
支
那
で
は
孟
子
の
如
き
人
は
集
め
て
大
成
し
た
の
は
孔
子
だ
ご
言
っ
て
居
る
が
、
今
自
分
は
周
公

を
集
め
て
大
成
し
た
人
だ
ご
言
へ
ば
、
孟
子
の
説
ご
違
ふ
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ざ
も
、
そ
れ
は
必
す
し
も
さ
う

で
ば
な
い
°
勿
論
孔
子
も
集
め
て
大
成
し
た
人
で
あ
る
が
、
周
公
の
集
め
て
大
成
し
た
の
は
道
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
集
め
て
大

成
し
た
の
は
、
周
公
の
道
を
放
へ
さ
し
た
所
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

是
等
の
由
末
を
異
に
理
解
し
や
う
ご
思
へ
ば
、
逍
ご
器
マ
」
の
謳
別
を
畑
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
°
易
に
は
，
「
形
よ
り
上
な
る
も

の
之
を
逍
ご
い
ひ
、
形
よ
り
下
な
る
も
の
之
セ
器
こ
い
ふ
」
こ
い
つ
て
居
る
が
、
道
ご
い
ふ
も
の
は
器
を
離
い
て
存
す
る
も
の

で
な
い
。
さ
う
し
て
孔
子
の
放
を
載
せ
て
居
る
所
の
「
六
経
」
マ
J

い
ふ
も
の
は
、
勿
論
道
を
載
せ
て
居
る
所
の
害
で
あ
る
が
、
併

し
其
の
賓
六
罷
に
載
せ
て
居
る
所
の
も
の
は
皆
器
で
あ
る
。
六
罷
ご
い
ふ
も
の
は
古
末
の
理
人
の
前
言
往
行
で
あ
る
が
、
其
の

前
言
往
行
こ
い
ふ
も
り
は
、
皆
器
に
よ
っ
て
現
れ
て
居
る
の
で
、
そ
れ
を
記
載
し
た
の
が
六
経
で
あ
る
か
ら
、
六
紙
が
道
を
現

す
に
は
、
器
に
よ
っ
て
之
セ
現
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
の
古
代
に
於
て
は
其
の
器
に
よ
っ
て
敢
‘
ぜ
立
て
A

、
即
ち
治

放
l

—
政
治

'
,
J牧
こ
が
二
つ
に
分
れ
す
官
ご
師
が
合
一
で
あ
っ
て
、
即
ち
政
治
ご
放
育
ご
が
一
致
を
し
て
居
っ
た
か
ら
、
数
へ

—
學
問
は
政
治
の
賓
際
の
器
に
よ
っ
て
現
れ
て
、
學
ぷ
者
が
其
の
器
に
よ
っ
て
直
ち
に
逍
に
接
す
る
こ
マ
J

が
出
来
た
の
で
器

の
外
に
之
が
逍
で
あ
る
こ
い
ふ
も
の
を
示
さ
れ
な
く
て
も
、
自
然
の
器
に
よ
っ
て
逍
セ
會
得
し
た
の
で
あ
る
°
然
る
に
周
の
世

が
反
へ
た
頃
か
ら
し
て
、
治
放
が
二
つ
に
分
れ
官
師
が
二
つ
に
分
い
る
こ
こ
に
な
っ
た
の
で
、
其
の
器
セ
著
述
の
上
に
現
し
て

さ
う
し
て
放
へ
こ
し
た
の
が
即
ち
孔
子
で
あ
っ
て
、
姦
に
至
っ
て
其
の
文
字
を
以
て
著
述
マJす
る
こ
•
こ
に
な
っ
た
0

で
孔
子
は

或
る
時
は
「

f
れ
言
ふ
無
が
ら
ん
ご
欲
す
」
こ
言
っ
た
。
そ
れ
は
此
の
惟
の
中
に
あ
り
ご
あ
ら
ゆ
る
器
に
よ
っ
て
自
然
に
逍
が

現
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
之
セ
六
経
に
載
せ
る
に
就
て
は
、
言
ふ
所
な
ら
ざ
る
能
は
ざ
る
の
で
あ
る
°
然
る
に
又
一
面
で
、

孟
子
の
如
き
は
「
吾
れ
登
紐
を
好
ま
ん
や
」
マ
J

言
っ
て
居
る
そ
れ
は
道
'
,
J

器
こ
が
離
れ
て
、
道
は
器
に
よ
っ
て
現
は
れ
す
に
、

四



五

人
に
よ
っ
て
な
づ
け
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
末
る
こ
い
ふ
マ
J

、
我
れ
の
道
彼
の
逍
ご
い
ふ
や
う
に
色
々
分
れ
て
末
る
の
で
、
自

然
に
其
慮
に
論
糾
を
要
す
る
こ
A
f
J

に
な
っ
て
末
る
か
ら
、
己
む
を
得
す
論
揺
す
る

Jゞ

い
ふ
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
孔
子
の
道
は
箪
に
穴
工
言
に
託
せ
す
し
て
、
之
を
行
事
に
現
す

Jゞ

い
ふ
こ
マ
J

を
主
<
J

し
た
の
で
、
其
の
行
事
y
J

い

ふ
の
が
即
ち
古
末
の
前
言
往
行
を
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
現
す
所
の
も
の
は
即
ち
史
で
あ
る
か
ら
、
此
の
人
の
考
へ
で

は
、
凡
そ
學
問
ご
い
ふ
も
の
は
叩
ち
史
學
で
あ
る
、
史
學
で
な
い
も
の
は
學
問
で
な
い
こ
、
斯
う
考
へ
た
の
で
あ
る
。

章
學
誡
は
又
學
問
こ
い
ふ
こ
ご
に
就
て
、
易
に
「
成
象
之
を
乾

Jゞ

い
ひ
0

妓
法
之
之
セ
坤

Jゞ

い
ふ
」
學
問

Jゞ

は
模
倣
の
謂
ひ

な
b‘

逍
な
る
も
の
は
成
象
の
謂
ひ
な

b
、f
J

考
へ
て
、
又
孔

f
の
「
下
學
而
上
逹
す
」
さ
い
ふ
語
が
あ
る
に
就
て
、
即
ち
形
面

下
の
器
に
よ
っ
て
學
ん
で
、
形
而
上
の
道
に
逹
す
る
の
が
學
間
の
目
的
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
≫
こ
考
へ
た
の
で
あ
る
。

ざ
う
い
ふ
風
に
し
て
成
象
た
る
を
知
つ
て
之
に
模
倣
す
る
か
ご
言
へ
ば
、
i

削
言
往
行
の
色
々
の
鯰
化
を
究
め
、
久
し
き
年
代

に
一
旦
る
所
の
も
の
を
多
く
知
つ
て
、
さ
う
し
て
其
の
間
に
所
謂
成
象
こ
い
ふ
も
の
を
自
得
し
て
、
そ
れ
に
模
倣
す
る
の
が
即
ち

数
育
の
逍
で
あ
る
。
ご
考
へ
て
、
逍
の
軌
範
に
従
っ
て
放
育
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
慈
味
か
ら
言
へ
ば
線
て
の
學
問
が
即
ち

史
學
で
な
く
て
は
な
ら
ん
マ
J

い
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
口
＾
姦
に
後
世
に
な
っ
て
道
な
り
放
な
り
が
、
色
々
多
岐
に

分
れ
て
末
る
こ
い
ふ
の
は
、
即
ち
儒
布
な
ぐ
」
の
如
く
、
其
の
古
末
か
ら
の
存
し
て
ゐ
る
器
に
よ
っ
て
學
ん
で
居
b
な
が
ら
、
器

よ
り
し
て
道
を
認
め
る
所
ま
で
思
ひ
セ
致
さ
な
い
で
、
口
〈
故
な
き
前
言
往
行
を
記
憶
し
て
居
る
だ
け
で
、
後
明
す
る
所
が
な
い

愚
昧
な
一
派
の
者
が
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
孔
子
の
言
ふ
學
ん
で
思
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
一
方
に
は
又
古
来
の
前
言
往
行
に
因

ら
す
、
逍
を
載
せ
た
六
経
に
因
ら
す
し
て
、

n〈
何
ん
で
も
自
分
の
心
で
考
へ
て
、
自
ら
是
こ
す
る
や
う
に
な
る
一
派
の
村
も
あ

る
0

こ
れ
は
即
ち
幽
人
の
言
ふ
思
ふ
て
學
ば
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
．
そ
れ
が
即
ち
諸
子
百
家
の
維
説
の
因
つ
て
末
る
所
で
あ
る
。

以
上
は
章
學
滅
の
逍
ゞ
＿
學
こ
の
因
つ
て
末
る
根
本
を
説
明
し
た
所
で
あ
る
が
、
斯
う
い
ふ
原
理
の
上
に
立
つ
て
、
さ
う
し
て



練
て
の
古
来
の
著
述
を
判
晰
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
色
々
な
論
文
に
よ
っ
て
現
れ
て
居
る
が
、
其
の
―
つ
の
有
名
な

の
は
「
言
公
」
の
論
で
あ
る
0

章
學
滅
が
言
ふ
に
は
、
ょ
古
人
の
言
は
公
の
為
に
し
て
私
に
披
つ
て
己
れ
が
有
ご
鳶
さ
す
」
マ
J

言
っ

居
つ
て
、
古
人
が
言
を
立
て
る
即
ち
著
述
こ
す
る
マ
J

い
ふ
や
う
な
こ
マ
J

は
公
の
篤
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
個
の
私
有
物
ご

す
る
為
に
、
之
が
自
分
の
も
の
だ

Jゞ

い
ふ
為
に
立
て
る
も
の
で
は
な
い
0

元
来
は
逍
を
明
か
に
す
る
が
総
に
、
言
で
以
て
其
の

目
的
を
明
か
に
し
、
そ
れ
か
ら
言
を
十
分
に
す
る
為
に
文
y
J

い
ふ
も
の
を
用
ひ
る
。
其
の
文
に
よ
っ
て
目
的
が
逹
せ
ら
れ
A

ば

必
す
し
も
そ
れ
が
自
分
の
説
で
あ
る
こ
言
っ
て
、
私
有
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ご
し
ふ
こ
マ
J

は
な
い
0

で
一
番
初
め
は
著
述
の
な

い
時
代
、
即
ち
道
を
現
す
器

Jゞ

い
ふ
も
の
は
、
政
治
其
の
他
の
世
の
中
に
あ
り
ご
あ
ら
ゆ
る
機
闊
に
よ
っ
て
の
み
現
れ
て
居
つ

た
の
で
あ
る
が
、
其
の
中
に
そ
れ
を
著
述
に
よ
っ
て
現
す
こ
マ
J

に
な
っ
て
も
、
最
初
の
著
述
は
其
の
器
セ
載
せ
道
を
明
か
に
す

ろ
総
の
著
述
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
一
個
の
言
を
立
て
る
篤
の
著
述
で
は
な
い
の
で
あ
る
0

で
一
人
の
立
言
者
が
あ
っ
た
時
に

其
の
道
セ
偵
へ
た
後
の
人
は
、
其
の
立
言
者
の
著
述
の
後
に
直
＜
又
附
加
へ
て
書
い
て
も
、
前
の
立
言
を
推
弘
め
る
総
で
あ
れ

ぱ
少
し
も
差
支
な
い
0

後
の
立
―
―
-E

希
は
前
の
立
言
者
マ
J

一
憫
に
な
っ
て
、
さ
ぅ
し
て
之
を
又
後
世
に
偲
へ
て
差
支
な
い
の
で
あ

る
0

然
る
に
後
世
の
學
者
は
そ
れ
等
の
古
代
の
著
述
を
見
た
時
に
、
之
が
最
初
の
立
言
者
の
異
の
著
述
で
あ
っ
て
、
其
の
附
加

へ
た
も
の
は
皆
後
人
の
館
作
だ
こ
い
ふ
風
に
判
晰
を
す
る
が
、
其
の
判
斯
は
常
つ
て
居
ら
ぬ
0

つ
ま

b
前
の
立
言
者
に
封
し
て

後
の
緞
績
者
が
搬
允
し
て
書
い
た
ま
で
ゞ
あ
る
か
ら
、
其
偽
の
議
論
を
其
の
間
に
加
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
°
其
の
立
言
者
ご

其
の
織
績
者
'
t
J

の
闊
係
に
よ
っ
て
、
其
の
議
論
の
登
展
を
見
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

之
が
大
憫
に
於
て
言
公
の
論
の
主
旨
で
あ
る
が
、
章
學
減
は
六
経
其
の
他
の
著
迦
に
就
て
、
一
々
事
賞
を
指
摘
し
て
さ
う
し

て
古
代
の
著
述
の
批
刊
を
示
し
て
居
る
0

こ
れ
は
古
代
の
著
述
セ
批
判
す
る
方
法
ご
し
て
―
つ
の
新
し
い
見
方
を
出
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
続
學
史
學
の
研
究
法
に
於
て
極
め
て
霞
要
な
考
へ
方
で
あ
る
。

六



七

第
二
に
は
章
學
減
は
、
六
経
皆
史
な
b
ご
い
ふ
標
語
セ
出
し
て
、
之
が
支
那
の
學
者
一
般
に
非
常
な
衝
動
を
典
へ
た
も
の
で

あ
る
が
、
六
続
皆
史

Jゞ

い
ふ
こ
マ
J

こ
に
就
て
は
、
時
こ
し
て
は
罷
學
者
な
ざ
の
誤
解
を
招
い
て
、
其
の
反
戚
を
買
っ
た
こ
ご
が

少
く
な
い
0

経
學
者
は
経
Y
J

い
ふ
も
の
は
組
て
の
著
述
の
上
に
一
段
高
く
立
つ
て
居
る
も
の
で
、
之
を
史
<
J

い
ふ
風
に
見
る
の

は
、
何
か
経
セ
汚
し
だ
こ
ご
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
、
聖
人
の
立
言
で
あ
る
経
Y
J

後
世
の
學
者
文
人
の
書
い
た
史
こ
同
じ
位
に

置
い
た
や
う
に
誤
解
す
る
こ
ご
が
あ
る
。
ギ
早
學
滅
の
六
経
皆
史
y
J

い
ふ
こ
こ
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
六
経
は

皆
古
来
の
前
言
往
行
を
記
鎌
し
た
所
の
も
の
で
、
即
ち
其
の
理
人
の
逍
を
載
せ
る
所
の
器
セ
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
い
ふ
意
味

で
あ
る
。
例
へ
ば
章
學
誠
は
「
易
放
」
こ
い
ふ
篇
を
書
い
て
居
る
が
、
そ
れ
に
は
「
易
は
即
ち
周
祀
の
器
で
あ
る
、
易
の
諄
い

所
以
は
、
そ
れ
が
古
代
の
聖
人
が
之
を
一
種
の
膿
制
の
道
具
な
り
ご
し
て
用
ひ
た
所
の
、
其
の
遺
法
を
博
へ
た
書
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
、
易
の
如
ぐ
古
の
埋
人
が
宵
際
使
っ
た
器
を
記
載
し
た
本
は
、
さ
う
い
ふ
来
歴
即
ち
隈
史
を
付
つ
て
居
る
か
ら
諄
い
の

で
あ
っ
て
、
後
の
人
が
易
の
其
似
を
し
て
作
っ
た
例
へ
ば
楊
雄
の
「
太
空
」
マ
J

か
、
司
馬
光
の
「
滸
虚
」
こ
か
い
ふ
や
う
な
本

は
、
一
人
の
智
惹
で
貨
際
古
代
に
行
は
れ
た
賓
跡
も
何
も
な
い
の
に
、
妄
り
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
来
歴
ご
い

ふ
も
の
を
有
た
な
い
か
ら
少
し
も
尊
ぶ
に
足
ら
す
、
之
が
妄
作
y
J

言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
0

」
そ
れ
か
ら
章
學
誠
は
又
「
書
放
」

マJ
い
ふ
篇
を
書
い
て
、
記
録
の
法
を
論
じ
て
居
る
。
北
砂
言
葉
に
「
三
代
以
上
°
記
註
有
二
成
法
字
皿
撰
迦
無
定
名
去
一
代
以
下
。

授
述
有
厖
名
幸
皿
記
註
無
成
法
つ
」
マ
J

言
っ
て
居
る
0

こ
れ
は
記
録
の
方
法
に
闊
す
る
議
論
で
あ
っ
て
、
殊
に
歴
史
ヤ
玉
著
述
マ
」

し
て
見
る
上
に
於
て
、
大
愛
甫
要
な
観
察
を
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
元
末
記
註
y
J

い
ふ
も
の
は
前
言
往
行
を
忘
れ
な
い
総
に
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
記
註
に
は
必
す
事
賓
め
っ
た
こ
ご
を
其
の
ま
A

に
書
く
法
則
を
立
て
A

、
さ
う
し
て
中
退
漏
な
く
之
セ

偵
へ
な
け
れ
ば
な
ら
れ
。
そ
れ
は
即
ち
材
料
こ
し
て
記
録
さ
れ
て
胎
さ
れ
て
居
る
OJ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
著
述
ご
な
っ
て
現
れ

る
場
合
は
撰
述
無
定
名
ー
で
あ
っ
て
、
其
の
記
録
の
中
か
ら
自
分
が
好
む
所
の
題
目
に
よ
っ
て
、
各
然
る
べ
き
著
述
を
し
て
よ



い
の
で
あ
る
3

其
の
目
的
に
従
っ
て
、
例
へ
ぱ
尚
書
の
詔
詰
、
洛
詰
の
如
く
、
周
の
時
代
の
都
を
莫
め
た
こ
ご
を
書
か
う
マ
J
思

ヘ
ぱ
、
其
の
記
録
の
中
か
ら
都
を
莫
め
る
上
に
就
て
の
必
要
な
る
事
宜
を
拾
ひ
出
し
て
、
さ
う
し
て
最
も
適
営
な
方
法
で
其
の

こ
こ
を
著
述
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
°
或
は
又
康
詰
な
ざ
の
如
く
天
子
が
自
分
の
親
局
を
諸
侯
に
封
じ
た
り
す
る
こ
＜
J
を
、
教
訓
こ

し
て
後
に
胎
さ
う
ご
思
へ
ば
、
そ
れ
に
関
す
る
始
末
を
記
録
の
中
か
ら
抜
出
し
て
、
さ
う
し
て
―
つ
の
著
述
<
J
す
る
。
著
述
は

如
何
様
な
盟
裁
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
が
、
其
の
根
本
た
る
記
録
は
一
定
し
た
正
し
い
根
悔
か
ら
成
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

之
が
昔
の
方
法
で
あ
っ
て
、
後
世
に
な
る
ご
い
ふ
ご
照
史
＜
」
い
ふ
も
の
が
、
例
へ
ば
「
史
記
」
マ
J
い
ふ
や
う
な
脈
史
の
憫
裁
が

出
末
る
こ
い
ふ
マ
J
‘
其
の
後
の
隈
史
は
悉
く
其
の
同
じ
閤
裁
に
よ
っ
て
書
く
°
然
る
に
其
の
閤
裁
の
根
披
に
な
る
所
の
記
録
・
r
J

い
ふ
も
の
は
、
十
分
に
確
賓
な
記
録
が
備
は
つ
て
居
ら
ぬ

3

そ
れ
で
確
官
な
記
鎌
の
な
い
所
か
ら
、
著
述
の
四
血
裁
だ
け
の
一
定

し
た
も
の
を
作
ら
う
こ
す
る
か
ら
、
其
の
著
述
y
J
い
ふ
も
り
が
、
非
常
な
不
確
か
な
信
用
の
出
来
ぬ
も
の
に
な
る
0

之
が
即
ち

三
代
以
下
、
撰
述
“
一
定
名
面
記
註
無
一
一
成
法
I
'
t
J

い
ふ
こ
こ
に
な
る
の
で
あ
る
，
記
註
に
成
法
が

1
い
か
ら
材
料
を
取
る
の
は

因
難
で
、
さ
う
し
て
動
も
す
れ
ば
事
宜
を
粂
る
J
然
る
に
記
註
に
定
名
が
あ
っ
て
、
憫
裁
は
一
定
し
て
居
る
か
ら
本
を
作
る
こ

こ
は
割
に
容
易
く
出
末
る
。
そ
こ
で
文
が
質
に
勝
つ
て
、
愈
以
て
不
確
か
な
記
述
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
三
代
以
下
の
著
述

で
も
其
の
良
い
勝
れ
た
著
述
ご
い
は
れ
た
も
の
に
‘
皆
必
す
し
も
き
よ
っ
だ
憫
裁
は
な
い
の
で
あ
る
0

例
へ
ば
「
通
典
」
が
作

ら
れ
た
時
に
、
通
典
は
一
憫
緑
の
綾
遷
セ
壽
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
間
に
最
に
捌
す
る
議
論
を
差
挟
ん
で
も
栄
支
な
い
。

又
司
馬
遷
の
史
記
は
自
分
が
書
い
た
本
文
の
後
に
、
其
の
材
料
に
な
っ
た
所
の
原
文
を
存
録
し
て
居
る
こ
ゞ
J
も
あ
る
。

rJ
う
い

ふ
こ
マ
J
は
少
し
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

所
で
著
述
が
だ
ん
／
＼
襲
つ
て
行
く
所
の
逍
行
き
ご
し
て
は
、
初
め
の
ぶ
四
書
」
は
最
も
理
想
的
な
著
述
で
あ
る
。
即
ち
成

法
の
あ
る
記
註
セ
本
ご
し
て
、
さ
う
し
て
自
分
の
心
要
な
題
目
に
よ
っ
て
勝
手
に
著
述
セ
し
た
所
の
も
の
で
あ
る
0

然
る
に
後

入



＊ 

に
な
っ
て
此
の
術
書
の
骰
裁
が
一
綾
し
て
左
氏
の
「
春
秋
．
j

こ
な
っ
た
。
肉
書
に
は
き
ま
っ
た
憫
裁
が
な
い
け
れ
ざ
も
、
左
偵

に
は
き
ま
っ
た
例
、
即
ち
編
年
憫
が
出
来
て
来
た
。
左
偲
が
一
髪
し
て
司
馬
湿
の
史
記
即
ち
記
博
慨
の
歴
史
盟
に
な
っ
た
°
左

偲
は
年
月
に
よ
っ
て
事
宜
を
並
べ
て
行
っ
た
が
、
司
馬
遷
は
之
セ
菱
じ
て
類
例
に
よ
っ
て
脈
史
を
作
っ
た
3

司
馬
湿
の
史
記
が

一
髪
し
て
班
固
の
漢
書
に
な
っ
た
。
史
記
は
古
代
か
ら
近
代
迄
―
つ
の
歴
史

Jゞ

し
て
、
通
じ
て
其
の
髪
遷
を
現
し
て
書
い
て
あ

る
の
に
、
班
固
は
漢
一
代
の
こ
'
t
J
~
J
晰
代
の
脹
史
こ
し
て
書
い
た
0

併
し
兎
も
角
も
此
の
時
迄
は
古
来
か
ら
の
法
が
段
々
髪

化
は
し
て
末
た
が
、
そ
れ
で
形
は
違
っ
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
精
岬
は
一
様
で
あ
る
Q

殊
に
司
馬
遷
の
史
記
の
如
さ
は
、
本
紀
、

書
、
表
、
世
家
、
冽
博
ご
盟
セ
分
け
て
古
い
て
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
箪
に
外
形
上
さ
う
い
ふ
齢
別
セ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
内

容
に
於
て
は
其
の
や
り
方
は
自
在
で
、
其
の
名
前
に
拘
束
さ
れ
て
居
ら
ぬ
0

例
へ
て
言
へ
ば
、
司
馬
遷
の
「
伯
夷
列
博
」
は
伯

夷
の
為
に
傭
を
害
く
ば
か

b
で
な
し
に
、
総
て
の
列
偲
の
線
序
ご
し
て
一
番
初
め
に
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、
題
目
は
何
ん
で
あ

つ
て
も
、
其
の
内
容
は
自
由
自
在
に
如
何
な
る
こ
こ
を
書
い
て
も
差
支
な
い
や
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
後
班
固
以
末
記
偲

謄
の
晰
代
の
歴
史
が
績
い
た
が
、
宋
の
司
馬
光
に
至
っ
て
、
又
左
偲
マ
J

同
じ
ゃ
う
な
編
年
饒
の
「
通
鑑
」
を
作
っ
た
。
然
る
に

其
の
後
に
な
っ
て
南
宋
の
哀
梃
こ
い
ふ
人
が
「
通
鑑
記
事
本
末
厄
い
ふ
も
の
を
作
っ
た
。
歴
史
の
憫
は
古
末
斯
く
の
如
く
愛
化

を
し
て
末
て
居
る
が
、
此
の
記
事
本
末
の
盟
の
歴
史
が
最
後
に
出
末
た
マ
J

い
ふ
の
は
、
こ
れ
即
ち
一
番
最
初
の
肉
書
の
憫
裁
に

復
つ
て
末
た
の
で
あ
っ
て
、
哀
樅
其
の
人
は
勿
論
さ
う
い
ふ
大
し
た
え
ら
い
見
識
を
以
て
書
い
た
の
で
な
し
に
、
箪
に
通
鑑
の

記
事
の
一
っ
―
つ
事
件
を
観
め
て
記
憶
す
る
総
に
、
便
宜
上
壽
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
歴
史
の
登
逹
の
順
序

と
し
て
は
、
斯
う
い
ふ
つ
ま
ら
な
い
人
の
著
述
で
も
、
自
然
に
古
代
の
最
上
の
著
迦
の
趣
意
に
合
す
る
や
う
に
な
b
末
つ
た
の

で
あ
る
。

斯
う
い
ふ
見
方
は
つ
ま
b
言
は
ゞ
、
最
近
の
歴
史
の
儒
裁
ざ
自
然
に
合
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
今

n
西
洋
の
有
名
な
著
迦



で
も
、
線
て
此
の
記
事
本
末
の
盟
で
書
く
こ
こ
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
歴
史
が
さ
う
な
る
べ
き
も
の
だ
ご
い
ふ
こ

ご
は
、
章
學
誠
は
百
五
十
年
前
に
於
て
既
に
考
へ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

章
學
滅
は
又
詩
数
の
篇
を
書
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
著
述
は
支
那
で
は
戦
國
の
時
代
か
ら
初
め
て
盛
ん
に
な
っ
て
末
た
°
章
學
誠

の
意
見
で
は
、
戦
國
の
文
は
源
は
「
六
藝
」
に
出
て
居
る
け
れ
マ
」
も
、
又
最
も
多
く
詩
の
数
か
ら
出
て
居
る
0

後
世
の
文
は
其

の
盟
は
皆
戦
國
に
備
は
つ
て
居
り
、
著
迦
マ
J

い
ふ
も
の
は
初
め
て
戦
國
に
な
っ
て
専
門
の
仕
事
に
な
っ
た
0

詩
の
放
マ
J

い
ふ
の

は
必
す
し
も
韻
を
朗
ん
で
居
る
ば
か
り
で
な
し
に
、
其
の
詩
の
精
神
マ
J

い
ふ
も
の
が
、
事
を
論
じ
、
も
の
を
形
容
す
る
の
に
自

由
自
在
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
方
法
に
で
も
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
末
る
か
ら
、
そ
れ
で
あ
ら
ゆ
る
著
述
マ
J

い
ふ
も
の
は

詩
経
か
ら
出
螢
す
る
の
で
あ
る

r
J

斯
う
い
ふ
の
で
「
易
放
」
「
詩
牧
」
「
曹
放
」
此
の
三
つ
に
よ
っ
て
、
古
来
の
著
述
の
源
流
セ

論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
外
に
此
の
人
は
「
證
放
」
こ
い
ふ
篇
を
書
い
た
け
れ
ざ
も
、
之
は
最
初
出
版
さ
れ
た
文
史
通
義
に

は
載
つ
て
居
ら
ぬ
u

そ
れ
は
易
放
、
詩
放
、
書
放
、
に
比
し
て
は
、
十
分
な
カ
セ
有
っ
た
論
文
で
は
な
か
っ
た
0

で
或
ろ
友
人

は
、
此
の
人
に
「
春
秋
数
」
こ
い
ふ
も
の
を
書
く
こ
ご
を
勧
め
た
が
、
そ
れ
は
害
か
な
か
っ
た
°
章
學
誡
の
書
放
の
論
の
中
に
は

春
秋
の
中
の
こ
＜
J

も
合
ん
で
居
る
の
で
、
書
放
を
書
け
ば
春
秋
放
こ
い
ふ
も
の
を
書
く
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

支
那
の
在
末
の
経
書
の
分
け
方
の
中
に
古
来
の
著
述
を
総
括
し
て
、
さ
っ
し
て
あ
ら
ゆ
る
應
用
の
方
法
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

其
の
外
に
も
小
さ
い
論
文
の
中
に
此
の
人
の
時
々
点
見
を
現
し
て
居
る
の
が
あ
っ
て
、
例
へ
ば
「
史
徳
」
ご
い
ふ
篇
に
は
、

歴
史
セ
害
く
者
の
資
格
、
即
ち
オ
、
學
、
識
の
三
長
セ
有
す
べ
し
‘
r
J

い
ふ
こ
＜
」
は
、
昔
か
ら
言
は
れ
ア
居
る
が
、
其
の
こ
ご
や

ら
、
殊
に
著
逃
者
の
異
賓
即
ち
正
し
く
箸
迦
セ
す
る
<
J

い
ふ
こ
マ
J

に
就
て
論
じ
て
あ
る
3

即
ち
此
の
著
述
は
詩
の
放
の
思
ひ
邪

な
し
こ
い
ふ
こ
こ
を
以
て
、
精
紳
マ
」
す
べ
き
で
あ
る
ご
い
ふ')
"
y
J
~論じ
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
又
瓶
史
の
材
料
の
取
扱
ひ
に
就

て
は
、
「
史
繹
」
「
史
註
」
な
ざ
．
こ
い
ふ
論
文
の
中
に
論
じ
て
あ
る
3

そ
れ
か
ら
又
歴
史
に
は
一
代
の
史
あ
り
、
一
國
の
史
あ
り
、

1
0
 



一
家
の
史
あ
り
、
一
人
の
史
め
り
ご
し
て
、
各
そ
れ
に
闊
す
る
用
謡
を
論
じ
て
居
る
。
其
の
外
に
著
し
い
の
は
「
申
鄭
」
'tJ

い

ふ
篇
が
あ
っ
て
、
申
鄭
こ
は
宋
の
時
代
の
鄭
樵
の
こ
っt
J
,
~
J
ほ
め
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
支
那
で
三
通
>
こ
い
は
れ
て
届
る
「
通
典
」

「
通
志
L

「
文
献
通
孜
」
ご
此
の
三
つ
の
中
で
、
通
典
の
勝
れ
た
許
迦
で
あ
る
こ
ご
は
、
何
人
も
異
論
は
な
い
が
、
通
志
さ
文
献
通

孜
こ
に
就
て
は
、
同
じ
く
宋
末
の
著
逃
で
あ
っ
て
、
其
の
書
き
方
の
相
異
の
あ
る
所
か
ら
、
隧
比
較
論
が
出
末
て
居
る
、
一
般

に
は
馬
端
臨
の
文
献
通
孜
が
大
襲
に
整
頓
さ
れ
た
良
い
丑
者
述
で
あ
っ
て
、
通
志
は
劣
る
マ
J
I

――-E
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
ギ
早
學

誠
は
そ
れ
に
反
し
て
、
通
志
の
方
が
其
の
出
来
榮
わ
が
悪
く
て
も
、
史
論
が
勝
れ
て
居
つ
て
、
精
肺
は
立
派
な
も
の
で
あ
る
マ
J

い
ふ
こ
こ
を
主
張
し
て
、
馬
端
臨
の
文
献
通
孜
の
方
が
劣
る
ご
い
ふ
こ
ご
を
論
じ
た
の
で
、
之
が
最
も
乾
隆
時
代
の
一
般
の
學

風
こ
は
反
封
の
位
證
に
立
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
章
學
誠
は
歴
史
を
研
究
す
る
の
に
整
輯
排
比
ご
い
ふ
や
b
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
史
纂
で
あ
る
奉
互
捜
討
ご
い
ふ
こ

こ
を
す
る
の
は
、
史
考
で
あ
る
0

こ
れ
は
雨
方
共
史
學
こ
い
は
れ
な
い
。
勿
論
其
の
整
輯
排
比
、
参
互
捜
討
．
共
に
役
に
立
た

ん
と
い
ふ
こ
マ
J

で
ぱ
な
い
0

良
い
著
述
を
す
る
為
に
は
、
材
料
を
並
ぺ
た
つ
ま
ら
な
い
著
迦
の
中
か
ら
．
必
要
な
こ
'
t
J
,
~
)

取
出

す
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
つ
ま
ら
な
い
著
迦
も
役
に
は
立
つ
の
で
あ
る
が
．
史
學
ご
い
ふ
も
の
は
、
北
砂
材
料
を
集
め
、
材
料

を
撰
揮
す
る
だ
け
で
は
史
學
に
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
如
何
に
取
扱
ふ
か
ご
い
ふ
こ
ご
が
史
學
で
あ
る
。
そ
れ
で
章
學
誠
は

獨
断
の
學
さ
い
ふ
こ
ど
を
大
菱
尊
ん
だ
。
此
庭
で
言
ふ
獨
斯
ご
い
ふ
の
は
．
材
料
を
考
へ
す
に
空
言
空
論
で
獨
断
で
す
る
ご
い

ふ
意
味
で
は
な
く
し
て
、
其
の
あ
る
所
の
材
料
を
如
何
に
虞
理
す
る
か

À」
い
ふ
考
へ
に
就
て
は
、
一
個
の
自
分
の
頭
脳
に
よ
っ

て
や
る
べ
き
も
の
で
あ
る
y
J

い
ふ
こ
ご
を
獨
断
マ
J

稲
し
た
の
で
あ
る
0

獨
晰
の
學
問
の
尊
い
こ
マ
J

を
頻
り
に
主
張
し
て
居
る
。

章
學
誠
は
支
那
の
古
来
の
正
史
の
中
で
、
古
い
史
記
．
漢
書
其
の
他
の
歴
史
は
皆
家
學
で
あ
っ
て
．
親
か
ら
子
に
偲
は
つ
て
、

澤
山
の
材
料
セ
如
何
に
虞
理
す
べ
き
か
ゞ
十
分
に
考
へ
ら
れ
抜
い
た
上
で
、
出
末
上
っ
た
著
述
で
あ
る
か
ら
そ
れ
で
尊
い
の
で



あ
る
が
、
唐
時
代
か
ら
し
て
一
度
に
澤
山
の
學
者
を
寄
せ
て
、
そ
れ
に
色
々
仕
事
を
分
擁
さ
せ
、
又
そ
れ
セ
緯
括
す
る
人
が
あ

つ
て
、
さ
う
し
て
纂
輯
す
る
方
法
で
康
史
を
作
る
こ
い
ふ
こ
'
t
J

に
な
っ
て
か
ら
、
著
述
の
一
貰
し
た
精
神
が
な
く
な
っ
て
、
其

の
史
學
マ
J

い
ふ
も
の
は
衰
へ
た
こ
い
ふ
考
へ
方
を
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

此
の
人
の
學
問
に
は
此
の
外
に
も
色
々
な
題
目
に
一
旦
っ
た
考
へ
が
あ
る
が
．
殊
に
其
の
中
で
史
學
の
分
派
マ
J

し
て
最
も
大
切

な
の
は
方
志
の
學
マ
J

い
ふ
も
の
で
あ
る
0

即
ち
地
方
志
の
學
問
で
あ
る
Q

地
方
志
の
學
問
に
は
章
學
誠
は
古
末
に
な
い
一
家
の

組
織
立
っ
た
考
へ
を
有
つ
て
居
つ
て
、
之
に
就
て
は
営
時
の
有
名
な
続
學
者
戴
震
な
ざ
A

全
く
反
封
の
位
置
に
立
つ
て
＂
論
難

を
し
た
。
地
方
志
を
書
く
に
記
博
慨
に
史
を
書
く
こ
マ
J
‘

掌
故
マ
J

い
ふ
も
の
即
ち
律
令
典
例
な
ざ
の
如
さ
も
の
を
書
く
こ
こ
｀

そ
れ
か
ら
文
務
に
閾
す
る
こ
こ
を
書
く
こ
マ
J
‘

此
の
三
つ
の
慨
裁
を
備
へ
て
~
さ
う
し
て
一
般
史
の
材
料
に
な
る
べ
く
著
述
セ

し
て
償
く
こ
い
ふ
こ
・yJ

の
必
要
を
七
張
し
た
0

嘗
時
の
地
方
志
↓
ゲ
一
書
く
多
く
の
人
は
、
隈
に
地
方
志
を
沿
革
地
理
を
主
こ
し
て

害
く
の
さ
は
違
っ
て
、
過
去
の
こ
マ
J

現
在
の
こ
こ
の
査
料
こ
し
て
書
く
意
見
で
あ
っ
た
の
で
蔦
こ
れ
は
沿
革
地
理
セ
書
く
ご
い

ふ
主
義
マ
J

は
別
個
の
考
へ
で
あ
る
が
、
随
分

oo白
い
考
へ
で
あ
る
Q

其
の
外
此
の
人
の
最
も
勝
れ
た
研
究
は
校
瞥
界
で
あ
り
ま
す
0

校
讐
學
は
「
校
讐
通
義
」
に
重
に
論
じ
て
あ
る
が
、
之
が
即

ち
著
迦
の
源
流
マ
J

考
へ
る
限
問
で
あ
っ
て
＂
一
面
か
ら
見
る
ゞ

J

書
藉
の
目
鎌
の
學
問
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
其
の
目
鎌
の
學
問
マ
J

い
ふ
の
は
、
5

早
に
背
藉
の
目
鎌
を
並
べ
て
分
類
す
る
マ
J

い
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
書
藉
の
著
述
の
意
義
か
ら
考
へ
て
、
書
藉
oJ

世
の
中
に
出
て
来
る
の
を
狡
生
的
に
考
へ
て
、
さ
う
し
て
分
類
法
セ
考
へ
た
の
で
あ
る
Q

必
す
し
も
古
代
の
分
類
が
良
く
て
、

近
代
の
分
が
悪
い
マ
」
い
ふ
や
う
に
~
昔
の
こ
マ
J

ば
か
り
を
尊
ぷ
意
味
か
ら
論
じ
た
の
で
は
な
い
0

勿
論
古
代
の
分
類
が
勝
れ
て

居
っ
た
こ
マ
ヽ
即
ち
劉
向
．
劉
欣
な
ざ
の
分
類
が
勝
れ
て
居
つ
た
こ
'
t
J
~
J
論
じ
て
居
り
ま
す
け
れ
ざ
も
、
そ
れ
は
即
ち
劉
向
、

劉
欣
が
學
問
の
流
別
'yJ

い
ふ
こ
こ
を
知
つ
て
、
著
述
の
登
生
す
る
時
代
セ
諦
め
て
居
つ
た
か
ら
マ
J

し
て
、
劉
向
、
劉
欧
時
代
に



私
の
演
題
は
「
易
偲
の
逍
徳
思
想
」
こ
し
て
置
き
ま
し
た
が
、
併
し
私
は
特
に
易
に
到
し
て
深
い
研
究
を
し
て
居
る
も
の
で

易

偲

の

道

徳

文

學

博

士

武

思

想

内

義

雄

害
藉
を
六
部
に
分
け
た
の
が
，
後
世
に
な
っ
て
四
郊
に
分
け
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
セ
の
は
自
然
の
勢
で
、
こ
れ
は
己
む
を
得
な

ぃ
<
J

い
ふ
こ
y
J

和
十
分
に
認
め
つ
ヽ
書
分
類
が
如
何
に
す
べ

r
も
の
か
こ
い
ふ
こ
さ
が
、
根
本
が
ら
研
究
し
て
居
る
の
で
あ
る
3

こ
れ
等
も
今
H
の
目
鎌
學
に
取
っ
て
も
非
常
に
有
盆
な
も
の
で
あ
る
。

大
憫
章
學
減
の
學
問
は
以
上
述
べ
た
や
う
に
、
今
H
か
ら
考
へ
れ
ば
、
史
學
を
限
に
事
賞
を
記
鎌
す
る
學
問
マ
J

せ
す
に
、
其

の
根
本
マ
J

し
て
原
理
原
則
か
ら
考
へ
や
う
ご
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
考
へ
方
は
哲
學
的
で
あ
る
が
、
併
し
此
の
人
の
考
へ
ご
し

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
學
問
は
哲
學
が
根
本
で
は
な
し
に
、
史
學
が
根
本
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
學
間
は
史
學
其
の
も
の
で
あ
る
、
史

學
の
背
晟
の
な
い
も
の
は
學
問
に
な
ら
ぬ
こ
い
ふ
意
味
で
、
継
て
の
箸
述
を
批
判
し
や
う
'
y
J

し
た
の
が
特
別
な
貼
で
あ
る
Q

こ
れ
等
の
考
へ
は
文
史
通
義
を
通
讀
し
て
、
精
細
に
其
の
組
立
て
の
仕
方
を
考
へ
る
マ
J

判
る
の
で
あ
る
が
、
机
雑
に
讀
み
去

っ
た
の
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
精
密
の
組
立
て
は
判
り
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
支
那
の
こ
れ
を
恨
秤
す
る
學
者
逹
で
も
，
な
か

l
¥

此
の
人
の
具
意
を
得
る
こ
ご
は
む
つ
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
漸
く
最
近
に
至
っ
て
幾
ら
か
西
洋
の
學
問
を
し
た
人
逹
に
よ
っ
て

其
の
異
債
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
b
末
っ
た
の
で
あ
る
。

で
吏
學
の
み
な
ら
す
學
問
の
見
方
か
ら
言
っ
て
、
此
の
人
の
學
風
マ
J

い
ふ
も
の
は
今
に
於
て
生
命
が
あ
る
も
の
マ
J

考
へ
ら
れ

る
の
で
、
兎
も
角
こ
れ
を
今
日
の
學
界
に
紹
介
し
て
置
き
た
い
ご
い
ふ
の
が
、
自
分
の
本
志
で
あ
る
。


