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「集
刊

東
洋
学
』
朋
号

嘉
慶
閑
漸
海
賊
問
題
叙
述
の
系
譜

は
じ
め
に

清
代
乾
隆
末
か
ら
嘉
慶
年
間
に
か
け
て
の
時
期
、
東
南
沿
海
域
（
漸

江
・
福
建
・
広
東
）
で
は
海
賊
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
海
賊

m
問
題
は
、
同
時
期
の
白
蓮
教
反
乱
や
天
理
教
反
乱
な
ど
と
並
ぶ
反
乱

閣
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
だ
。
そ
れ
ら
の
研
究
の

雑
ほ
と
ん
ど
は
、
説
、
源
『
聖
武
記
」
（
道
光
二
十
六
年
三
次
重
訂
本
）

河
川
巻
八

「
海
冠

・
民
変
・
兵
変
」
に
収
録
さ
れ
る
「
嘉
慶
東
南
靖
海

M
叫

ん

〈

2）

一
切
記
」
と
題
す
る
五
千
字
足
ら
ず
の
一
文
の
枠
組
を
踏
襲
し
て
い
る
。

澗
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
の
い
わ
ゆ
る
「
経
世
知
識
人
」
親
源
が
あ
ら
わ

糊

し
た

「聖
武
記
」
は
、
清
朝
歴
代
の
皇
帝
に
よ
る
「
武
功
」
を
列
挙

判

訓

（

3〕

聞
す
る
清
代
通
史
で
あ
る
。
著
者
説
源
が
、
近
代
西
洋
と
の
か
か
わ
り

（

4｝
 

離
の
な
か
で
の
「
先
覚
者
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
『聖

武
記
』
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
記
述
は
概
要
を
つ
か
む
に
は
有
用
で
あ
っ

た
し
、
特
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
の
清
朝
の
軍
事
行
動
に
関
す
る
研

85 

盛量
5ヨ‘

岡

康

史

究
に
お
い
て
、
『
実
録
』
・
上
諭
・
奏
摺
・
題
本
な
ど
が
利
用
可
能
と

な
る
以
前
に
は
、
類
書
は
な
か
っ
た
。
『
聖
武
記
」
が
た
と
え
ば
清

代
諸
反
乱
の
研
究
に
お
い
て
第

一
に
見
る
べ
き
書
物
と
し
て
長
く
利

用
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
親
源
の
記
述
は
正
確
さ
を
欠
き
、
そ
の
枠
組
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
は
、

十
分
な
分
析
が
行
い
得
な
い
こ
と
も
、
つ
と
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
親
源
の
著
作
は
正
確
性
を
欠
く
二

次
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
他
方
、
な
ぜ
貌
源
が
誤
認
・

誤
記
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
貌
源
の
著
作
に
お
け
る
種
々
の
誤
り
は
、
著

者
本
人
の
理
解
不
足
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
貌
源
は
た
だ
当
時
の
一

般
的
な
認
識
に
沿
っ
て
著
述
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

「聖
武
記
』
が
取
り
上
げ
る
「
武
功
」
の
多
く
は
、
「
方
略
』（
軍

事
行
動
終
了
後
、
そ
の
軍
事
行
動
を
記
録
し
た
清
朝
の
公
的
な
報
告

書
）
に
よ
っ
て
、
公
的
な
位
置
付
け
が
定
ま
っ
た
も
の
で
、
『
聖
武
記
』



6

に
お
け
る
記
述
は
「
方
略
』
と
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

一方、

8

貌
源
は
『
方
略
』
に
拠
ら
な
い
「
武
功
」
も
多
く
扱
っ
て
い
る
。
で

は
、
そ
れ
ら
の
特
に
所
与
の
枠
組
の
な
い
記
述
は
い
か
な
る
材
料
を

利
用
し
た
も
の
な
の
か
。
本
稿
で
は
、
貌
源
が
『
方
略
』
に
基
づ
く

こ
と
な
く
記
述
を
行
っ
た
、
嘉
慶
年
間
の
海
賊
問
題
、す
な
わ
ち
「
嘉

慶
東
南
靖
海
記
」
が
ど
の
よ
う
な
材
料
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
の
か

を
検
討
す
る
。
第
一
節
で
み
る
よ
う
に
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
事
実
誤
認
が
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
そ
れ
を
ひ

と
つ
ひ
と
つ
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
書
か

れ
方
を
し
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
内
容
と
枠
組
を
確

認
し
た
後
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
先
行
す
る
海
賊
問
題
に
関
す

る
言
説
と
の
関
連
を
検
討
し
、
嘉
慶
海
賊
問
題
叙
述
の
系
譜
を
復
元

す
る
。
『
聖
武
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
道
光
二
十
年
代
に
お
い
て
、
嘉

慶
海
賊
問
題
は
多
く
の
関
係
者
が
生
存
す
る
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い

事
件
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
作
業
は
、
貌
源
の
著
作
の
或
る
部
分
の

材
料
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
道
光
年
間
の
人
々
に

と
っ
て
の
現
代
史
叙
述
の
在
り
方
を
検
討
す
る
ケ
1
ス
ス
タ
デ
ィ
と

も
な
ろ
う
。

第
一
節

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
内
容
と
そ
の
枠
組

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
が
含
ま
れ
る
巻
八
は
、

台
湾
接
収
や
台
湾

に
お
け
る
反
乱
鎮
圧
な
ど
、
東
南
沿
海
域
に
お
け
る
軍
事
行
動
と
、

そ
れ
以
外
の
小
規
模
な
反
乱
鎮
圧
に
関
す
る
記
述
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。
ま
た
、「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
は
、
巻
六
「
乾
隆
征
撫
安
南
記
」

の
続
編
で
も
あ
り
、
対
ベ

ト
ナ
ム
関
係
を
叙
述
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
は

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

一

「艇
盗
」
の
出
現
と
消
滅

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
は
、
康
照
年
間
に
台
湾
鄭
氏
が
降
伏
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
東
南
沿
海
に
騎
蕩
た
る
平
和
が
訪
れ
た
こ
と
、
そ
の

平
和
が
「
国
を
盗
ん
だ
」
安
南
国
王
院
光
平
父
子
の
配
下
で
あ
る
海

賊
集
団
「
艇
盗
」
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
こ
と
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い

る
。「
艇
盗
」
は
、
毎
年
、
季
節
風
に
乗
っ
て
、
夏
に
な
る
と
北
上
し
、

「
土
盗
（
地
元
海
賊
）
」
と
と
も
に
広
東
・
福
建
・
漸
江
沿
海
で
海
賊

行
為
を
行
い
、冬
に
な
る
と
南
下
し
ベ
ト
ナ
ム
海
域
へ
戻
っ
て
い
た
。

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
お
い
て
、安
南
固
と

「艇
益
」
の
関
係
は
、

嘉
慶
元
年
（
一
七
九
六
）
に
お
け
る
「
陳
天
保
」
の
逮
捕
と
、
嘉
慶

四
年
（
一
七
九
九
）
に
「
安
南
農
耐
旧
院
王
」
が
献
上
し
た
「
莫
扶

観
」
の
供
述
に
よ
っ
て
発
覚
す
る
。「
旧
玩
王
」
は
当
時
、
ベ
ト
ナ

ム
南
部
を
支
配
し
、
北
上
の
構
え
を
見
せ
て
い
た
広
南
玩
氏
庇
福
映



政
権
を
指
す
。
院
福
暁
（
清
朝
側
で
は
「
院
種
」
あ
る
い
は
「
玩
福

映
」
と
記
録
し
て
い
る
）
は
、
も
と
も
と
広
南
庇
氏
の
血
を
引
く
由

緒
正
し
い
家
柄
の
出
身
で
あ
り
、
の
ち
に
「
越
南
国
王
」
に
冊
封
さ

れ
る
親
清
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

一方、
「国
を
盗
ん
だ
」
「新

院
王
」
庇
光
平
父
子
は
海
賊
行
為
を
教
唆
す
る
敵
役
と
さ
れ
た
。

実
際
に
「
陳
天
保
」
即
ち
陳
添
保
が
欽
州
に
投
降
し
た
の
は
嘉
慶

六
年

（一

八
O
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
「
莫
扶
観
」
即
ち
莫
観
扶
が

院
福
映
に
よ

っ
て
献
上
さ
れ
た
の
は
嘉
慶
七
年

（
一
八

O
二
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
嘉
慶
元
年
に
は
活
光
喜
と
い
う

「安
南
総

兵
」
が
福
建
で
逮
捕
さ
れ
、
以
降
も
多
く
の
安
南
海
賊
が
拘
束
さ
れ

て
い
る
が
、

嘉
慶
七
年
ま
で
、
院
福
映
が
海
賊
を
捕
縛
し
て
清
朝
に

冊
献
上
す
る
と
い
う
事
態
は
見
い
だ
せ
ず
、
こ
の
問
、
む
し
ろ
院
光
績

喧

政
権
が
海
賊
を
捕
縛
し
て
献
上
し
た
例
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う

維
な
取
り
違
え
が
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
次
の
部
分
で
語

伽
ら
れ
る
「
神
風
蕩
冠
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
た
め
に
は
嘉
慶
五
年

淑

（
一
八
O
O
）
以
前
に
お
い
て
、
す
で
に

「艇
盗
」
は
庇
光
平
ら
が

問
教
唆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

糊
た
た
め
で
あ
る
。

聞

「神
風
蕩
冠
」
は
、
嘉
慶
五
年
六
月
、
漸
江
省
台
州
府
龍
王
堂
松

一時

門
下
に
集
結
し
た
「
艇
盗
」
が
、
暴
風
雨
に
よ

っ
子
一
夜
に
し
て
覆

7

滅
し
、
残
党
を
所
江
当
局
が
歯
獲
し
た
事
件
で
あ
る
。
「
嘉
慶
東
南

8

靖
海
記
」
で
は
、
こ
の
事
件
に
よ
り
、
中
国
沿
海
を
政
一
雇
す
る
「
艇

り
盗
」
は
大
打
撃
を
受
け
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
安
南
国
が
滅
亡
し
、

越
南
国
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
と
海
賊
の
関
係
が
完
全
に

切
り
離
さ
れ
た
と
す
る
。
「
神
風
蕩
冠
」
が
重
要
な
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
る
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
第

二
部
分
に
お
け
る
主
役
で
あ
る
清
朝
漸
江
当
局
の
管
轄
下
で
発
生
し

た
こ
と
に
あ
る
。
「
艇
盗
」
の
覆
滅
H
「
神
風
蕩
冠
」
は
こ
れ
以
降
の

主
人
公
の

一
人
、
李
長
庚
が
初
登
場
す
る
重
要
な
場
面
で
あ
っ
た
。

「
神
風
蕩
冠
」
の
重
要
性
を
担
保
す
る
安
南
国
と
海
賊
の
関
係
は
そ

の
事
件
の
前
に
説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

二

李
長
庚
と
察
牽
と
福
建
当
局

「
神
風
蕩
冠
」
と
安
南
国
の
滅
亡
に
よ
り
「艇
盗
」
が
消
え
去
る
と
、

残
党
は
全
て
が
察
牽
集
団
に
吸
収

・
統
一
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
嘉
慶

七
年
以
降
の
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
記
述
は
、
漸
江
提
督
李
長
庚

と
察
牽
集
団
の
戦
い
の
記
録
が
中
心
と
な
る
。

海
賊
の
娼
娠
に
対
し
て
清
朝
が
最
初
に
行
っ
た
対
応
は
、
官
軍
の

装
備
の
劣
悪
性
の
克
服
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
言
及
さ
れ

る
の
は
「
広
東
総
督
」
長
麟
の
米
艇
の
改
造
と
、
漸
江
巡
撫
院
元
と

李
長
庚
に
よ
る
「
窪
船
」
の
建
造
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
に
引
く
、
「海

防
」
論
も
広
東
巡
撫
孫
玉
庭
が
呈
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
海
賊
対
策

は
広
東
が
先
行
し
て
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
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し
、
広
東
の
状
況
に
つ
い
て
は
こ
の
時
点
で
は
説
明
が
な
さ
れ
ず
、

そ
の
後
に
続
く
の
は
察
牽
と
院
元
・
李
長
庚
の
戦
い
の
記
録
で
あ
る
。

李
長
庚
が
漸
江
提
督
総
統
閤
湖
水
師
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
る
察
牽
と
李
長
庚
の
物
語
の
最
初
の
山
場
は
、
嘉
慶
八

年
正
月
に
お
け
る
所
江
定
海
に
お
け
る
海
戦
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
敗

し
た
察
牽
は
福
建
に
逃
げ
延
び
る
が
、
「
閏
総
督
」
玉
徳
の
「
迂
閲
さ
」

に
よ
り
、
察
牽
を
と
り
逃
が
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
察
牽
が
福
建
に

現
れ
た
際
、
「
漸
江
総
兵
」
胡
振
声
が
「
間
総
督
」
玉
徳
の
無
理
な

命
令
、
及
び
福
建
水
師
が
救
援
に
向
か
わ
な
か
っ
た
た
め
に
戦
死
す

る
と
い
う
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
福
建
当
局
が
非
協
力

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

嘉
慶
十
年
（
一
八
O
五
）
の
冬
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
察
牽
集
団

は
台
湾
に
上
陸
し
、
台
湾
府
城
を
包
囲
す
る
に
至
る
。
そ
の
後
、
察

牽
は
李
長
庚
の
掃
討
作
戦
に
よ
っ
て
台
湾
か
ら
脱
出
す
る
が
、
台
湾

擾
乱
を
叙
述
す
る
際
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
福
建
当
局
指
揮
下
の
兵

士
の
腐
敗
で
あ
る
。
福
建
当
局
の
腐
敗
に
つ
い
て
の
記
述
は
そ
の
後

も
続
く
。
玉
徳
が
李
長
庚
の
弾
劾
を
受
け
て
解
任
さ
れ
た
後
、
そ
の

後
任
の
阿
林
保
を
焚
き
付
け
て
李
長
庚
を
弾
劾
し
、
排
除
し
よ
う
と

し
た
の
は
福
建
の
「
文
武
官
吏
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
腐
敗

し
た
福
建
の
議
言
か
ら
李
長
庚
を
救
っ
た
の
は
服
喪
の
た
め
離
任
し

て
い
た
院
元
の
後
任
の
漸
江
巡
撫
清
安
泰
で
あ
っ
た
。
嘉
慶
十
二
年

（
一
八

O
七）
、
李
長
庚
は
察
牽
集
団
と
の
戦
闘
中
、
戦
死
す
る
が
、

そ
の
際
、
圧
倒
的
に
有
利
な
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清

朝
水
師
が
察
牽
を
取
り
逃
が
し
た
理
由
を
貌
源
は
、
福
建
水
師
提
督

張
見
陸
の
「
庸
惰
」
と
、
福
建
水
師
の
廃
弛
に
帰
し
て
い
る
。
こ
こ

に
李
長
庚
を
後
援
す
る
清
廉
な
斯
江
当
局
と
李
長
庚
を
製
肘
す
る
腐

敗
し
た
福
建
当
局
と
い
う
明
ら
か
な
構
図
が
見
て
取
れ
よ
う
。

李
長
庚
の
戦
死
後
、
そ
の
「
旧
部
下
」
が
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
。
以
降
、
海
賊
対
策
は
順
調
に
進
み
、
海
賊
の
相
次
ぐ
投
降
や
朱

漬
の
死
亡
、
問
所
総
督
が
方
維
旬
に
交
代
す
る
な
ど
多
く
の
肯
定
的

な
要
素
を
書
き
連
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
海
賊
問
題
は
収
束
を
迎
え

る
。
最
後
に
記
述
さ
れ
る
の
は
街
江
・
福
建
水
師
と
察
牽
の
死
闘
で

あ
り
、
茶
店
牽
の
自
沈
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
薬
牽
集
団
の
消
滅
に
よ

り
福
建
・
漸
江
の
海
賊
は
全
て
消
え
去
っ
た
と
す
る
。

順
序
は
前
後
す
る
が
、
二
次
改
訂
本
・
二
一次
重
訂
本
「
嘉
慶
東
南

靖
海
記
」
の
末
尾
に
は
『
晴
亭
雑
録
」
の
一
節
が
引
用
さ
れ
る
。
そ

こ
で
は
清
廉
な
淑
江
提
督
李
長
庚
、
そ
し
て
察
牽
が
ぱ
ら
撒
い
た
賄

賂
に
群
が
る
福
建
の
兵
士
、
清
廉
潔
白
な
李
長
庚
を
忌
み
嫌
い
死
へ

と
追
い
や
っ
た
「
間
督
」
阿
林
保
と
い
う
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
確
な
所
江
と
福
建
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

方
維
旬
と
い
う
新
た
な
問
所
総
督
の
着
任
、
戴
衡
亨
と
い
う
す
ぐ
れ

た
軍
機
大
臣
の
登
場
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
逸
話
は
「
嘉
慶
東

南
靖
海
記
」
本
編
で
提
示
し
た
も
の
と
同
様
の
構
図
を
共
有
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
腐
敗
し
た
福
建
と
清
廉
な
漸
江
を
対
比
す
る
構
図



を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『聖
武
記
』
初
版
本
（
道
光
二
十
二
年
）
に
は
、

『瞬
亭
雑
録
』
は

引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
本
文
の
異
同
は
少
な
い
が
、
初
版
本
の
貌
源

に
よ
る
按
語
で
は
、
嘉
慶
帝
を
称
揚
し
た
後
、
明
代
の
戚
継
光
と
張

居
正
・
語
論
の
関
係
を
挙
げ
て
、
当
局
者
が
良
好
な
関
係
を
保
つ
こ

と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
、
結
論
が
異
な
っ
て
い
た
。
二
次
改

訂
本
が
刊
行
さ
れ
た
道
光
二
十
四
年
ま
で
の
二
年
間
で
、
腐
敗
し
た

福
建
と
清
廉
な
漸
江
の
対
比
を
強
調
す
る
も
の
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三

広
東
に
お
け
る
状
況

冊

察
牽
集
団
消
滅
が
描
写
さ
れ
た
の
ち
、
唐
突
に
広
東
の
話
題
が
開

喧

始
さ
れ
る
。
広
東
の
記
述
で
中
心
と
な
る
の
は
、
所
江
に
お
け
る
詳

雑
細
な
戦
闘
の
記
録
と
は
対
照
的
に
、
海
賊
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
大

齢
局
的
な
方
法
論
で
あ
っ
た
。
話
題
は
ま
ず
嘉
慶
十
年
の
、
招
撫
政
策

淑
を
主
張
し
た
那
彦
成
の
解
任
と
、
呉
熊
光
の
両
広
総
督
任
命
に
戻
る
。

問
呉
熊
光
は
、
陸
上
と
海
賊
の
関
係
を
絶
つ
方
策
を
主
張
し
、
そ
の
方

醐
策
は
後
任
の
両
広
総
督
百
齢
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

幅
削節

困
窮
し
た
海
賊
が
河
川
を
遡
上
し
て
、
放
火
略
奪
を
働
き
、
そ
の
後
、

親
投
降
す
る
と
い
う
事
態
が
記
述
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
嘉
慶
十
五
年

9

（一

八一

O
）
二
月
前
後
の
郭
学
顕
集
団
・
鄭
乙
妻
集
団
の
投
降
と

8

そ
の
他
の
海
賊
の
磁
滅
を
も
っ
て
海
賊
に
関
す
る
記
述
は
終
る
。
そ

れ
ら
を
総
括
す
る
の
が
嘉
慶
帝
に
よ
る
「
杜
絶
接
済
」
（
陸
上
か
ら

海
賊
へ
の
物
資
供
給
の
遮
断
）
を
称
揚
す
る
上
諭
で
あ
る
。
貌
源
は

海
賊
を
鎮
圧
で
き
た
理
由
を
、
嘉
慶
帝
の
上
諭
を
な
ぞ
り
な
が
ら
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
即
ち
、
白
蓮
教
叛
乱
と
と
も
に
嘉
慶
初
年

の
大
き
な
患
い
と
な
っ
て
い
た
東
南
海
上
の
海
賊
の
娼
娠
は
、
「
聖

主
」
嘉
慶
帝
の
「
杜
絶
接
済
」
政
策
の
推
進
に
よ
り
終
駕
を
迎
え
た
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
嘉
慶
帝
こ
そ
が
海
賊
鎮
圧
の
最
大
の
功
労
者
で

あ
っ
た
、
と
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
中
で
些

か
落
ち
着
き
の
悪
い
位
置
に
あ
っ
た
広
東
に
関
す
る
記
述
の
存
在
価

値
が
了
解
さ
れ
る
。
広
東
に
お
い
て
成
功
し
た
孫
玉
庭
の
「海
防
論
」

ゃ
、
呉
熊
光
か
ら
百
齢
に
継
承
さ
れ
る
「
杜
絶
接
済
」
即
ち
陸
上
か

ら
海
賊
へ
の
物
資
供
給
遮
断
政
策
は

「聖
主
」
嘉
慶
帝
の
意
向
に
沿

う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
漸
江
・
福
建
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る

の
は
海
賊
の
大
首
領
た
る
察
牽
と
そ
れ
を
追
う
李
長
庚

・
－K
元
を
中

心
と
す
る
清
廉
な
漸
江
当
局
、
そ
し
て
玉
徳
・
阿
林
保
な
ど
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
海
賊
退
治
を
製
肘
す
る
腐
敗
し
た
福
建
と
い
う
図
式

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
嘉
慶
帝
の
出
る
幕
は
な
い
。
し
か
し
、
広
東
に

関
す
る
記
述
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
嘉
慶
帝
に
よ
る
海
賊
鎮
圧

と
い
う
大
局
に
関
す
る
図
式
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
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四
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
合
意

で
は
、
親
源
は
な
ぜ
「
杜
絶
接
済
」
を
称
揚
す
る
の
か
。
貌
源
が

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
お
い
て
見
出
す

「杜
絶
接
済
」
政
策
は
具

体
的
に
は
文
中
の
孫
玉
庭
の

「海
防
」
論
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
「
海
防
」
論
は
端
的
に
ニ
＝？
え
ば
、
海
上
で
海
賊
掃
討
作
戦

を
行
う
よ
り
も
、
物
資
供
給
を
遮
断
し
、
困
窮
し
た
海
賊
を
水
際
で

上
陸
時
に
叩
く
ほ
う
が
効
率
的
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

『海
国
図
志
』

巻
一

「誇
海
篇
（
議
守
上
）
」
の
載
る
貌
源
の

「海
防
」
の
具
体
的

な
方
法
と
合
致
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
論
理
は
説
源
が
編
集
に
加

わ
っ
た
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
八
十
五
「
兵
政
十
六
、
海
防
下
」
と

も
近
い
。
即
ち
、
貌
源
は
、
海
賊
問
題
の
中
心
に
漸
江
に
お
け
る
察

牽
と
李
長
庚
の
戦
い
を
置
き
つ
つ
、
同
時
に
自
ら
の
「
海
防
」
論
の

成
功
例
と
し
て
、

「正
し
い
」
政
策
を
取
っ
た
嘉
慶
帝
を
称
揚
す
る

た
め
に
広
東
の
海
賊
問
題
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
親
源
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
嘉
慶
海
賊
」
を
叙
述

す
る
際
に
出
現
し
た
「
夷
」
で
あ
っ
た
。
貌
源
は
「
嘉
慶
東
南
靖
海

記
」
の
最
後
に
、
海
賊
の
由
来
と
し
て
の
「
夷
」
H
安
南
を
再
び
強

調
し
た
。
そ
し
て
嘉
慶
十
五
年
の
広
東
海
賊
鎮
圧
に
お
い
て
、
英
国

と
渓
門
の
技
術
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
広
東
当
局
の
態
度

を
批
判
し
、
「
夷
に
師
し
て
以
て
夷
を
制
す
」（
「
師
夷
以
制
夷
」
）
と

い
う
主
張
を
述
べ
て
終
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
枠
組
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
纂
奪
者
安
南
国
王
父
子
に
送
り
込
ま
れ

た
海
賊
「
艇
盗
」
は
、
嘉
慶
五
年
の
「
神
風
蕩
冠
」
と
、
安
南
国
の

滅
亡
・
恭
順
な
越
南
国
の
成
立
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
が
、
残
党
は
察

牽
と
い
う
巨
魁
の
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
猛
威
を
振
る
う
。
こ
れ
ら

を
名
将
李
長
庚
と
漸
江
当
局
が
鎮
圧
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
腐
敗
し

た
福
建
当
局
が
製
肘
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
問
所
総

督
の
交
代
と
、
李
長
庚
の
「
旧
部
下
」
の
奮
闘
に
よ
り
、
海
賊
問
題

は
解
決
し
た
が
、
根
本
的
な
海
賊
対
策
は
貌
源
も
主
張
す
る
広
東
で

施
行
さ
れ
た
「
杜
絶
接
済
」
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

提
示
し
た
の
は
「
聖
主
」
嘉
慶
帝
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

「
嘉
慶

東
南
靖
海
記
」
は
図
式
化
さ
れ
、
同
時
に
競
源
の
主
張
が
ふ
ん
だ
ん

に
練
り
こ
ま
れ
た
言
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
節

漸
江
当
局
の
海
賊
問
題
認
識

説
源
は
、
嘉
慶
海
賊
問
題
を
叙
述
す
る
に
当
た
り
、
祈
江
当
局
を

中
心
に
据
え
た
。
で
は
、
そ
の
叙
述
の
材
料
は
ど
こ
か
ら
と
っ
た
の

か
。
本
節
で
は
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
先
行
す
る
嘉
慶
年
間
に

お
け
る
漸
江
当
局
内
の
嘉
慶
海
賊
問
題
当
事
者
の
記
録
｜
焦
循
「
神

風
蕩
冠
記
」
・
「
神
風
蕩
冠
後
記
」

・
院
亨

『減
舟
筆
談
』
巻
首
、
て

二、
三
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
の
関
連
を
確
認

す
る
。
「
神
風
蕩
冠
記
」
お
よ
び
「
神
風
蕩
冠
後
記
」
の
著
者
は
漸



江
巡
撫
庇
元
の
幕
下
に
あ
っ
た
焦
循
で
、
両
編
は
「
雌
菰
集
」
巻

十
九
に
収
録
さ
れ
る
。「
神
風
蕩
冠
記
」
は
嘉
慶
六
年

（
一
八
O
ご

春
に

「神
風
蕩
冠
後
記
」
は
嘉
慶
十
四
年

（一

八
O
九
）
以
降
に
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
店
側
舟
筆
談
」
全
十
二
巻
は
院
元
の
幕
下

に
あ
っ
た
族
弟
庇
亨
が
、
院
元
の
漸
江
巡
撫
と
し
て
の
功
積
に
つ
い

て
記
録
し
た
も
の
で
嘉
慶
二
十
五
年
（
一
八
二
O
）
成
立
の
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
の
巻
首
か
ら
巻
三
に
か
け
て
の
部
分
に
、
祈
江
巡
撫

在
任
時
代
の
海
賊
対
策
が
年
代
順
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

漸
江
巡
撫
院
元
に
近
し
い
立
場
に
あ
る
人
物
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

漸
江
当
局
に
よ
る
海
賊
対
策
の
記
録
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ

う
。
な
お
、
「
』
板
舟
筆
談
』
は
「
神
風
蕩
冠
記
」
を
全
文
引
用
し
て

冊
お
り
、
こ
れ
ら
の
問
で
は
認
識
の
明
確
な
相
違
は
な
い
。

喧
漸
江
省
に
は
、
巡
撫
一
名
が
置
か
れ
、
所
江
省
内
の
行
政
を
ほ
ぼ

耕
一
人
で
管
轄
し
て
い
た
。
本
来
は
、
間
雲
仙
督
と
漸
江
巡
撫
は
連
名

制
で
上
奏
な
ど
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
福
州
に
駐
笥
す
る
問
所
総

淑
督
は
、
杭
州
に
駐
節
す
る
漸
江
巡
撫
に
対
し
影
響
力
を
行
使
す
る
こ

聞
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
所
江
巡
撫
は
、
嘉
慶
元
年
か
ら
四
年
年
末

日

朝

｛

国

）

湖
ま
で
玉
徳
が
務
め
、
そ
の
後
、
嘉
慶
五
年
か
ら
十
三
年
秋
ま
で
一
批
元

括判時
が
務
め
た
。
十
三
一
年
以
降
は
、
蒋
依
鈷
が
街
江
巡
撫
に
任
命
さ
れ
て

隷
い
る
。
こ
の
間
、
嘉
慶
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
、
庇
元
の
丁
憂

に
際
し
、
漸
江
布
政
使
清
安
泰
が
代
役
を
務
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

9

嘉
慶
五
年
か
ら
十
三
年
ま
で
、
淑
江
当
局
は
一
貫
し
て
庇
元
幕
府
の

強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一

「
艇
益
」
と
「
神
風
蕩
冠
」

「
神
風
蕩
定
記
」
で
は
、
配
元
が
海
賊
対
策
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ

た
前
史
と
し
て
、
嘉
慶
初
年
に
院
元
が
断
江
学
政
で
あ
っ
た
際
、
科

挙
受
験
生
の
家
族
が
海
賊
の
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

庇
元
が
斯
江
巡
撫
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
嘉
慶
四
年
の
年
末
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
当
時
の
海
賊
問
題
の
現
状
に
関
し
て
「
神
風
蕩
冠
記
」

は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

艇
賊
は
福
建
海
賊
の
先
導
を
受
け
、
福
建
海
賊
は
艇
賊
の
威
勢

を
借
り
て
い
る
。
所
江
の
海
域
は
南
北
二
千
里
余
り
に
及
び
、

我
々
が
南
下
す
れ
ば
彼
ら
は
北
上
し
、
我
々
が
北
上
す
れ
ば
、

彼
ら
は
南
下
し
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。
我
等
が
艇
賊
に
対

処
し
て
い
る
と
、
福
建
海
賊
が
勝
手
に
略
奪
を
行
い
、
福
建
海

賊
に
当
た
れ
ば
、
艇
賊
が
邪
魔
を
す
る
。
ま
た
艇
賊
は
強
大
で
、

戦
闘
に
入
っ
て
も
必
勝
と
は
い
か
ず
、
福
建
海
賊
は
校
猪
で
、

遭
遇
す
る
前
に
接
近
を
察
知
し
て
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
部
分
は
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
表
現
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、

貌
源
が
「
神
風
蕩
冠
記
」
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
艇
賊
」
の
活
動
に
対
し
、
一
仇
元
は
地
元
有
力
者
ら

の
意
見
を
聴
取
し
、
保
甲
に
よ
る
沿
海
住
民
の
管
理
強
化
と
、
兵
船

や
大
砲
な
ど
の
武
備
強
化
が
方
針
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
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れ
を
受
け
て
院
元
は
新
型
の
兵
船
と
大
砲
の
建
造
を
上
奏
す
る
が
、
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白
蓮
教
反
乱
を
理
由
に
戸
部
は
支
出
を
拒
否
し
た
た
め
、
漸
江
当
局

は
摘
納
に
よ

っ
て
兵
備
強
化
の
財
源
を
得
た
。
ま
た
、
兵
船
の
建
造

は
李
長
庚
に
一
任
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
間
、
問
所
総
督
と
福
建
当

局
は
全
く
現
れ
ず
、

「海
防
論
」
に
類
似
す
る
意
見
も
現
れ
な
い
。

嘉
慶
五
年
六
月
、
台
州
に
集
結
し
た
「
艇
賊
」
は
暴
風
雨
に
よ

っ

て
一
夜
に
し
て
覆
滅
し
、
安
南
の
勅
文
・
総
兵
の
銅
印
が
発
見
さ
れ
、

同
時
に
「
善
糟
隊
大
統
兵
進
禄
公
倫
貴
利
」
が
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
こ

で
「
神
風
蕩
冠
記
」
は
嘉
慶
元
年
に
逮
捕
し
た
安
南
総
兵
沼
光
喜
の

供
述
を
基
に
安
南
に
お
け
る
政
治
状
況
を
叙
述
し
、
倫
貴
利
ら
ベ
ト

ナ
ム
海
域
か
ら
来
た
海
賊
た
ち
は
、
｛
女
南
国
王
に
隠
れ
て
勝
手
に
活

動
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
「
神
風
蕩
冠
記
」
は
こ
の
あ
と
、
暴
風

を
「
神
風
」
で
あ
る
と
し
て
神
仙
へ
の
感
謝
を
表
す
べ
く
、
台
州
松

門
に
天
后
宮
と
龍
王
廟
を
建
設
し
た
と
記
し
て
終
わ
る
。『
一
楓
舟
筆

談
』
巻
一
で
は
、
こ
の
「
神
風
蕩
冠
記
」
を
引
用
し
た
の
ち
、
倫
貴

利
の
供
述
を
引
用
し
、
「
新
院
の
権
臣
で
あ
る
陳
宝
玉
侯
」
が
「
幼

く
愚
か
な
国
王
院
光
讃
」
に
隠
れ
て
海
賊
行
為
を
行
わ
せ
て
い
た
と

す
る
。一
仇
亨
に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
、
白
蓮
教
反
乱
が
な
け
れ
ば
広
東
・

広
西
か
ら
安
南
へ
遠
征
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。

と
ま
れ
、
安
南
か
ら
の
海
賊
は
、

「神
風
蕩
冠
」
に
よ

っ
て
大
き

な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
海
賊
は
、
安
南
国
の
主
力
艦
隊
で
あ
り
、
「神

風
蕩
冠
」
は
安
南
国
滅
亡
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
漸
江
当
局
は
、
国
王
の
積
極
的
関
与
は
認
め
な
い
も
の
の
、

海
賊
問
題
の
発
端
と
安
南
国
に
関
連
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
た

だ
し
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
は
異
な
り
、
「
旧
院
」
院
福
映
が
海

賊
対
策
に
協
力
的
で
あ
っ
た
な
ど
の
評
価
は
し
て
い
な
い
。

二
察
牽
と
の
戦
い

『滅
舟
筆
談
」
巻
首
で
は
、
嘉
慶
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て

の
海
賊
覆
滅
の
状
況
が
概
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
察
牽
に

次
ぐ
巨
盗
朱
漬
は
総
兵
許
松
年
に
よ
り
南
襖
長
山
尾
洋
で
撃
破
さ

れ
、
広
襖
外
洋
で
死
亡
し
、
さ
ら
に
察
牽
は
閤
漸
両
水
師
の
追
撃
を

受
け
、
漸
江
魚
山
外
洋
か
ら
温
州
黒
水
外
洋
に
逃
れ
た
が
、
自
沈
に

い
た
る
と
す
る
。
そ
の
後
の
朱
渥
・
張
阿
治
の
投
降
に
よ
り
「
漸
江

省
内
は
す
べ
て
治
ま

っ
た
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
広
東
で
鳥
石
二
集
団

を
磯
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
残
さ
ず
掃
滅
」
さ
れ
た
。
漸
江
当
局

者
た
ち
は
広
東
ま
で
を
含
ん
だ
海
賊
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、

察
牽
集
団
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
扱
つ
て
は
い
な
い
。

『蹟
舟
筆
談
』
巻
一
は
、
安
南
海
賊
消
滅
後
の
漸
江
に
お
け
る
海

賊
問
題
を
時
系
列
に
沿
っ
て
、
院
元
の
上
奏
文
を
引
用
し
な
が
ら
、

記
録
す
る
。
そ
こ
で
は
、
大
規
模
海
賊
集
団
と
し
て
ま
ず
は
察
牽
集

団
が
挙
げ
ら
れ
、
続
い
て
侯
斉
添
集
団
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
侯
斉

添
殺
害
後
は
、
察
牽
集
団
の
活
動
と
そ
れ
に
対
す
る
李
長
庚
の
鎮
圧

活
動
が
中
心
的
に
記
さ
れ
る
。
ま
た
「
神
風
蕩｛
越
後
記
」
に
載
せ
る
、



察
牽
集
団
が
嘉
慶
七
年
五
月
の
台
風
で
被
害
を
受
け
、
弱
体
化
し
、

八
年
正
月
に
李
長
庚
・
胡
振
声
ら
に
漁
山
に
お
い
て
包
囲
さ
れ
る
も

身
を
も
っ
て
逃
れ
、
福
建
に
投
降
を
乞
う
一
連
の
く
だ
り
は
「
嘉
慶

東
南
靖
海
記
」
に
ほ
ぼ
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
李
長
庚
戦
死
に
か
か

わ
る
部
分
、
郎
良
功
・
王
得
禄
と
察
牽
と
の
温
州
黒
水
洋
に
お
け
る

戦
闘
に
関
す
る
叙
述
の
ほ
と
ん
ど
も
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
最
後
も
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
同
様
に
察
牽
の

自
沈
と
朱
漬
の
弟
朱
渥
の
投
降
に
よ
っ
て
「
海
冠
悉
く
平
ら
ぐ
」
と

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
淑
江
当
局
者
は
、
察
牽
集
団
以
外
に
張
阿
治
集

団
な
ど
が
存
在
し
て
お
り
、
察
牽
の
排
除
の
み
で
は
海
賊
問
題
は
解

決
し
た
と
は
い
え
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。
庇
元
在
任
期
間
中
に
察

冊
牽
集
団
を
破
滅
し
、
張
阿
治

・
踏
仔
鹿
集
団
を
解
体
す
る
こ
と
に
は

哩

成
功
し
た
が
、
「
一
概
舟
筆
談
」
は
庇
元
の
巡
撫
解
任
に
よ
り
、
朱
渥

繍

集
団
な
ど
の
解
体
に
関
し
て
詳
述
で
き
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
お

伽
り
、
察
牽
集
団
が
、
海
賊
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
「
嘉
慶
東

淑

南
靖
海
記
」
の
記
述
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。

用
ま
た
、

「神
風
蕩
｛
越
後
記
」
・
『
議
舟
筆
談
』
と
も
に

「杜
絶
接
済
」

耐

と
い
う
海
賊
と
沿
海
住
民
の
関
係
を
断
絶
し
よ
う
と
す
る
方
策
を
重

一同

視
し
て
い
な
い
。
「
杜
絶
接
済
」
と
い
う
語
は
、
『滅
舟
筆
談
』
巻
一一一

一一

が
引
用
す
る
上
諭
の
中
に
一
か
所
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
確
か

に
、
保
甲
の
強
化
に
よ
る
沿
海
住
民
の
管
理
の
重
要
性
は
主
張
さ
れ

て
は
い
る
が
、
同
時
に
武
備
の
強
化
が

一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
点
も

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

三

福

建

水
師
の
評
価

「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
で
は
た
び
た
び
福
建
の
腐
敗
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
漸
江
当
局
の
認
識
の
中
で
は
、
台
湾
で
察
牽

を
逃
し
た
際
、
台
湾
に
渡
ら
な
か
っ
た
福
建
の
兵
士
や
李
長
庚
を
製

肘
し
た
福
建
の
大
吏
（
玉
徳
を
指
す
）
が
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
言

及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
「
神
風
蕩
冠
後
記
」
も

「滅
舟
筆
談
』

も

福
建
水
師
の
腐
敗
を
指
摘
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
福
建
と
の

協
力
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、
察
牽
を
覆
滅
し
た

直
後
の
郎
良
功
の
院
元
へ
の
手
紙
の
中
で
「
署
間
漸
総
督
張
師
誠
は

福
建
水
師
が
斯
江
水
師
よ
り
も
優
秀
で
あ
る
と
上
奏
し
ま
し
た
が
、

実
際
は
漸
江
水
師
の
ほ
う
が
優
秀
で
あ
り
ま
す
。
（「一
概
舟
筆
談
」
巻

三）
」
と
不
満
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
明
確
に
福
建
当
局
を
指
弾
す

る
文
言
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
漸
江
提
督
在
任
中
の
李
長

庚
が
台
湾
で
察
牽
を
取
り
逃
し
た
の
は
福
建
の
責
任
で
あ
る
と
弾
劾

し
て
お
り
、
所
江
当
局
内
に
お
い
て
も
福
建
当
局
へ
の
不
信
感
が
存

在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
漸
江
当
局
者
が
残
し
た
記
録
に
は
そ

の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

四
漸
江
当
局
の
認
識

以
上
の
分
析
か
ら
、
漸
江
当
局
は
海
賊
問
題
を
大
枠
以
下
の
よ
う
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に
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
る
。

①
海
賊
問
題
の
発
端
で
あ
る
「
艇
匪
」
は
安
南
国
の
教
唆
に
よ
っ

て
、
間
断
海
域
へ
侵
入
し
た
。
②
こ
れ
ら
は

「神
風
蕩
冠
」
に
よ
っ

て
覆
滅
し
、
③
漸
江
に
お
い
て
は
察
牽
集
団
が
最
大
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
海
賊
集
団
が
存
在
し
て
い
た
。
④
海
賊

対
策
は
沿
海
住
民
の
保
甲
に
よ
る
管
理
と
と
も
に
、
武
備
の
増
強
が

重
要
で
あ
り
、

⑤
同
時
に
福
建
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
認
識
は
、
前
節
で
み
た
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
記
述

と
少
し
く
異
な
る
部
分
が
あ
る
。「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
で
は
、
「
神

風
蕩
冠
記
」
・

「神
風
蕩
冠
後
記
」
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い

る
部
分
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
（
た
だ
し
「
滅
舟
筆
談
」
の
記
述
は

全
く
引
用
さ
れ
て
い
な
い
）
が
、
「
艇
臣
」
の
出
現
・
消
滅
と
、
ベ

ト
ナ
ム
の
政
情
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
た
り
、
察
牽
の
存
在
を
特
別

視
し
、
「
杜
絶
接
済
」
を
称
揚
し
、
福
建
の
腐
敗
を
指
弾
す
る
な
ど

の
要
素
は
漸
江
当
局
の
記
録
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
所
江

当
局
が
し
ば
し
ば
言
及
し
た
武
備
に
つ
い
て
貌
源
は
そ
れ
ほ
ど
重
視

し
て
い
な
い
。
ど
う
や
ら
、
説
源
は
多
く
の
文
言
を
漸
江
当
局
の
記

録
（
就
中
、
「
神
風
蕩
冠
記
」
「
神
風
蕩
冠
後
記
」）

か
ら
採
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
叙
述
の
枠
組
と
し
て
は
異
な
る
も
の
を
利
用

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
競
源
が
利
用
し
た
枠
組
は
ど
こ
に

起
源
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

伊
弟
一
二
時
即

李
長
庚
の
伝
記
群

一
李
長
庚
の
伝
記

嘉
慶
年
間
の
海
賊
問
題
に
関
し
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
叙
述
を
行

う
も
の
に
、
漸
江
提
督
李
長
庚
の
伝
記
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
嘉

慶
十
年
代
後
半
、
李
長
庚
死
去
と
海
賊
問
題
解
決
か
ら
あ
ま
り
時
間

を
経
過
せ
ず
に
成
立
し
た
と
も
の
を
想
定
成
立
年
代
順
に
あ
げ
よ

、内ノ
O

洪
亮
吉

「李
忠
毅
公
墓
誌
銘
」
（
『
馬
巷
庁
志
」
付
録
上
）

玩
元
「
壮
烈
伯
李
忠
毅
公
伝
」
（
『
碑
伝
集
」
巻
一
百
二
十
二
／

『
馬
巷
庁
志
』

付
録
上
）

陳
寿
棋

「建
威
将
軍
漸
江
提
督
総
兵
官
追
封
三
等
壮
烈
伯
忠
毅

李
公
長
庚
神
道
碑
文
」
（
『
碑
伝
集
』
巻
一
百
二
十
二
／
『
馬

巷
庁
志
」
付
録
上
）

王
芭
孫
「
漸
江
提
督
総
統
閤
漸
水
師
追
封
三
等
壮
烈
伯
誼
忠
毅

李
公
行
状
」
（
『
碑
伝
集
』
巻
一
百
二
十
二
／
『
皇
朝
経
世
文
編
』

巻
八
十
五
）

懐
敬
「
斯
江
提
督
李
公
墓
閥
銘
」
（
「
碑
伝
集
』
巻
一
百
二
十
二
）

こ
れ
ら
伝
記
の
プ
ロ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
福
建
省
同
安

県
に
生
ま
れ
た
李
長
庚
は
武
挙
に
合
格
し
た
の
ち
、
所
江

・
福
建
に

お
い
て
武
官
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
く
。最
初
の
活
躍
は
、

海
壇
鎮
総
兵
を
草
職
さ
れ
て
民
間
に
あ
っ
た
時
、
林
爽
文
反
乱
が
発



生
し
た
た
め
、
自
ら
私
兵
を
集
め
て
、
福
康
安
の
鎮
圧
活
動
に
協
力

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
福
康
安
は
李
長
庚
を
高
く

評
価
し
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
。
続
い
て
、
漸
江
で
総
兵
に
任

じ
ら
れ
た
李
長
庚
は
、
乾
隆
末
年
の
福
建
海
賊
林
明
灼
を
捕
え
る
な

ど
海
賊
対
策
に
活
躍
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
所
江
海
域
に
侵
入
し
た
安

南
海
賊
を
追
撃
し
、
嘉
慶
五
年
、
漸
江
台
州
で
暴
風
雨
に
乗
じ
て
倫

貴
利
率
い
る
安
南
海
賊
艦
隊
に
大
打
撃
を
あ
た
え
る
。
そ
の
後
、
嘉

慶
六
年
か
ら
福
建
水
師
提
督
と
な
り
、
つ
い
で
漸
江
提
督
へ
異
動
し
、

海
賊
の
首
領
察
牽
と
の
戦
い
を
続
け
る
。
こ
の
と
き
漸
江
巡
撫
院
元

と
は
極
め
て
よ
い
関
係
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
漸
江
の
新
型
兵
船
「
霊

船
」
は
、
院
元
が
費
用
を
集
め
て
、
李
長
庚
に
建
造
を
委
託
し
た
も

冊
の
で
あ
っ
た
。
奈
牽
は
、
漁
山
で
福
建

・
漸
江
水
師
に
包
囲
さ
れ
る

喧
が
、
福
建
水
師
に
偽
っ
て
投
降
し
た
と
こ
ろ
、
問
所
総
督
玉
徳
を
中

畑
心
と
す
る
福
建
当
局
が
こ
れ
を
信
じ
た
た
め
、察
牽
に
逃
亡
を
許
す
。

伽
さ
ら
に
た
び
た
び
福
建
当
局
の
非
協
力
的
態
度
に
よ
り
察
牽
を
取
り

猷

逃
が
す
。
察
牽
は
、
嘉
慶
十
一
年
（

一
八
O
六
）
、
台
湾
へ
攻
め
込
み
、

潤
台
湾
県
城
を
囲
む
。
こ
れ
を
三
千
名
の
兵
力
で
撃
退
し
た
の
が
李
長

制
庚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
李
長
庚
は
玉
徳
及
び
福
建
当
局
の
各
層
か

吾
川酢

ら
の
謹
言
を
信
じ
た
新
任
問
漸
総
督
阿
林
保
に
よ

っ
て
、
弾
劾
を
受

融
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
院
元
に
代
わ
っ
て
漸
江
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た

5

清
安
泰
が
、
李
長
庚
を
擁
護
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
嘉
慶
帝
は
、
前

9

任
の
問
所
総
督
玉
徳
が
度
々
李
長
庚
の
海
賊
鎮
圧
活
動
を
製
肘
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
阿
林
保
を
詰
責
す
る
。
嘉
慶
十
二
年
、
察
牽

を
追
撃
し
て
い
た
李
長
庚
は
、
追
い
詰
め
た
と
こ
ろ
で
海
賊
側
の
銃

撃
を
受
け
死
亡
す
る
。
こ
の
と
き
、
福
建
水
師
提
督
張
見
陸
は
臆
病

で
、
こ
れ
を
座
視
し
た
た
め
、
察
牽
を
再
び
取
り
逃
す
こ
と
と
な
る
。

李
長
庚
の
戦
死
は
、
嘉
慶
帝
に
深
く
追
悼
の
念
を
起
さ
せ
、
壮
烈
伯

に
封
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
李
長
庚
の
部
下
で
あ
っ
た
漸
江
提
督
郎

良
功
・
福
建
水
師
提
督
王
得
禄
ら
に
よ
っ
て
、
察
牽
は
滅
ぼ
さ
れ
、

沿
海
域
に
は
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

以
上
の
プ
ロ
ッ
ト
が
、
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
す
る
情
報
、
広
東
海

賊
に
関
す
る
記
述
を
除
け
ば
、「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
極
め
て
似

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
問
所
総

督
の
製
肘
や
腐
敗
し
た
福
建
水
師
と
い
っ
た
、
福
建
当
局
の
非
協
力

的
な
態
度
に
つ
い
て
の
指
摘
が
見
い
だ
せ
る
点
で
あ
る
。
福
建
当
局

の
責
任
を
指
弾
す
る
よ
う
な
言
説
は
李
長
庚
の
伝
記
に
共
通
し
て
見

い
だ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
含
ま

れ
る
清
廉
な
漸
江
・
腐
敗
し
た
福
建
と
い
う
言
説
の
も
と
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
ま
だ
福
建
の
「腐

敗
」
と
李
長
庚
を
支
え
る
漸
江
と
い
う
明
確
な
図
式
化
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
次
に

『嘱
亭
雑
録
』
に
含
ま
れ
る
李
長
庚
の
伝
記
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
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二
「
李
壮
烈
戦
績
」

「
李
壮
烈
戦
績
」
は
『
輔
亭
雑
録
」
巻
三
に
収
録
さ
れ
る
。
『
輔
亭

雑
録
」
は
、
札
親
王
昭
植
が
清
代
の
逸
事
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の

で
あ
り
、
嘉
慶
二
十
年
（
一
八
一
五
）
前
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
内
容
は
事
実
の
記
録
と
い
う
よ
り
も
噂
の
集
積
で
あ
り
、

事
実
よ
り
も
む
し
ろ
、
嘉
慶
末
年
当
時
の
様
々
な
事
件
に
対
す
る
（
誤

認
を
含
む
）
一
般
認
識
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
中
の
ひ
と
つ
の
記
事
が
、
「
李
壮
烈
戦
績
」
と
い
う
李
長
庚
の

伝
記
で
あ
り
、
李
長
庚
に
関
す
る
当
時
の

一
般
的
な
認
識
が
抽
出
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

「
李
壮
烈
戦
績
」
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。

福
建
は
も
と
も
と
豊
か
な
地
区
で
あ
っ
た
が
、
総
督
の
雅
徳
・

伍
投
納
ら
が
騎
奪
貧
縦
で
あ
っ
た
た
め
、
官
僚
は
腐
敗
し
、
膏

吏
に
は
慨
怠
が
染
み
付
き
、
洋
上
に
盗
艇
が
政
雇
す
る
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
福
建
の
水
師
は
怯
儒
で
あ
り
、
且

つ
、
提
督
の
侃
斯
得
は
童
昨
附
し
て
い
て
規
律
を
理
解
せ
ず
、
海

賊
を
取
り
締
ま
ろ
う
に
も
兵
士
は
逃
げ
て
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

故
に
察
牽
・
朱
漬
が
沿
海
で
衆
を
糾
合
し
て
、
兵
は
十
万
を
数

え
、
嘉
慶
十
年
冬
に
は
台
湾
に
突
入
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、

漸
江
提
督
李
長
庚
の
死
を
賭
し
た
働
き
に
よ
り
、
台
湾
を
取
り

戻
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
福
建
が
雅
徳
・
伍
並
納
の
貧
禁
に
ゆ
え
に
廃
弛
し
、
海

賊
が
増
加
し
た
こ
と
、
福
建
水
師
は
怯
儒
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
察

牽
の
台
湾
擾
乱
を
招
き
、
そ
れ
を
李
長
庚
の
活
躍
に
よ
っ
て
挽
回
し

た
事
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
察
牽
の
活
動
は
台
湾
擾
乱
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
李
長
庚
の
履
歴
が
語
ら
れ
る
。

李
長
庚
は
同
安
県
出
身
で
、
武
科
挙
を
経
て
官
途
に
就
き
、
漸

江
で
副
将
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
福
康
安
は
彼
を
非
常

に
評
価
し
て
い
た
。
時
恰
も
安
南
の
院
光
平
が
隠
に
叛
意
を
抱

き
、
そ
の
部
下
に
命
じ
て
中
国
の
海
面
で
劫
略
を
な
さ
し
め
、

そ
の
利
益
を
国
庫
に
収
め
て
い
た
こ
ろ
で
あ
り
、
福
康
安
は
李

長
庚
に
こ
れ
ら
を
取
り
締
ま
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
李
長

庚
は
「
官
船
は
釘
打
粗
く
、
木
材
薄
弱
で
あ
り
、
波
壌
に
耐
え

ら
れ
な
い
。私
が
家
財
を
購
っ
て
船
を
作
る
の
で
、
そ
れ
を
使
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
火
薬
だ
け
は
私
に
所
蔵
し
て
は

な
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
は
支
給
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
れ
以
外
は
全
て
自
弁
し
た
い
」
と
答
え
た
。
福
康
安
は

大
い
に
喜
び
、
彼
を
署
総
兵
に
推
挙
し
銀
数
万
を
与
え
た
。
李

長
庚
は
こ
れ
を
用
い
て
海
船
数
十
隻
を
建
造
し
た
が
、
無
駄
な

飾
り
を
付
け
る
こ
と
は
無
く
、
客
船
と
見
た
目
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
李
長
庚
は
三
千
名
の
兵
を
率
い
て
夷
艇
を
追
っ
た
と

こ
ろ
、
夷
艇
は
李
長
庚
の
船
を
客
船
で
あ
る
と
見
て
、
針
路
を

変
え
て
襲
撃
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
李
長
庚
は
旗
鼓
を
持
ち

出
し
、
叱
時
の
声
は
数
里
に
及
ん
だ
。
更
に
、
大
風
に
よ
り
海



は
大
い
に
荒
れ
、
李
長
庚
の
兵
は
一
騎
当
千
の
活
躍
を
な
し
、

賊
の
船
団
を
壊
滅
せ
し
め
た
。
沈
ん
だ
賊
船
は
数
百
に
及
び
、

符
・
斬
は
数
千
を
数
え
た
。
更
に
偽
官
倫
貴
利
ら
を
捕
え
て
福

康
安
に
献
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
福
康
安
は
李
長
庚
を
海
壇
鎮

総
兵
に
推
挙
し
た
。
こ
の
と
き
漸
江
巡
撫
で
あ
っ
た
院
元
は
李

長
庚
に
非
常
な
信
頼
を
置
い
た
。李
長
庚
は
武
人
で
あ
っ
た
が
、

読
書
や
静
座
を
好
み
院
元
と
日
々
詩
文
の
応
酬
を
行

っ
て
い

た
。

こ
れ
が
先
に
挙
げ
た
李
長
庚
の
伝
記
の
「
神
風
蕩
冠
」
ま
で
の
時
期

の
部
分
を
縮
め
た
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
福
建
が
、
雅
徳
・
伍
粒
納
ら
に
よ

っ

冊
て
腐
敗
し
、
察
牽
や
朱
漬
の
活
動
を
促
し
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
、
福

喧

建
が
悪
役
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
李
長
庚
が
林
爽

雑

文
反
乱
の
時
に
福
康
安
に
協
力
し
た
こ
と
と
、
安
南
海
賊
問
題
が
混

伽
同
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
こ
で
は
安
南
夷
匪
は

「隠
に
叛

版
意
を
抱
く
（
「陰
叛
本
朝
」
）
」
安
南
国
王
が
派
遣
し
た
も
の
で
あ
り
、

問
そ
れ
は
安
南
国
の
国
家
財
政
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ

同

開

（

訪）

湖
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
説
は
、
説
源
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
も
み

叫
訓時

ら
れ
る
が
、
漸
江
当
局
の
記
録
や
李
長
庚
の
伝
記
に
は
見
ら
れ
な
い

競
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
「
李
壮
烈
戦
績
」
に
お
い
て
付
け
加

え
ら
れ
た
要
素
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
倫
貴
利
を
捕
え
た
の
は
福
康
安

勺
F9

と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
す
ぐ
漸
江
巡
撫
庇
元
が
出
て
く
る
。

そ
し
て
察
牽
と
の
戦
闘
の
記
録
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
李
壮
烈
戦
蹟
」

は
、
察
牽
登
場
以
前
の
李
長
庚
の
履
歴
を
圧
縮
し
、
福
康
安
に
評
価

さ
れ
た
こ
と
、
倫
貴
利
を
捕
え
た
こ
と
、
院
元
と
よ
い
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
を
ま
と
め
て
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
現
れ
る
李
長
庚
が

「三
千
名
」
の
兵
を
率
い

て
い
た
と
い

う
表
現
は
偉
敬
「
漸
江
提
督
李
公
墓
閥
銘
」
に
み
ら
れ
る
嘉
慶
十
年

に
李
長
庚
が
台
湾
に
渡
っ
た
際
の
表
現
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
福
康
安
が
李
長
庚
に
銀
を
与
え
て
船
を
作
ら
せ

た
と
い
う
記
述
は
院
元
が
李
長
庚
に
「
霊
船
」
の
製
造
を
委
託
し
た

と
い
う
逸
話
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
記
述
は
安
南
夷
匪

と
台
風
の
存
在
や
文
章
表
現
の
相
似
か
ら
「
神
風
蕩
冠
」
を
指
し
て

い
る
事
は
間
違
い
な
い
、
だ
ろ
う
。
李
長
庚
は
安
南
夷
匿
を
撃
退
す
る

こ
と
で
世
に
出
た
人
物
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
一
致
す
る
。

そ
の
後
に
台
湾
の
役
と
し
て
察
牽
の
台
湾
擾
乱
に
つ
い
て
語
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
薬
牽
を
包
囲
し
た
際
に
福
建
の
兵
は
ま
っ
た
く
役

に
立
た
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
察
牽
か
ら
賄
賂
が
ぱ
ら
撒
か
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
後
、
間
漸
総
督
阿
林
保
か
ら
、
適
当

な
首
級
を
察
牽
の
も
の
だ
と
偽
っ
て
提
出
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か

と
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
断
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
李
長

庚
が
嵐
に
遭
っ
て
音
信
が
途
絶
え
た
際
に
は
阿
林
保
に
弾
劾
さ
れ
た

が
、
そ
の
際
、
李
長
庚
を
弁
護
し
た
の
は
庇
元
で
あ
っ
た
と
し
て
い



8

る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
李
長
庚
が
台
湾
で
察
牽
を
破
っ
て

n
y
 

内
地
に
帰
っ
て
き
た
と
き
、
実
際
に
は
問
所
総
督
は
玉
徳
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
に
は
玉
徳
は
登

場
し
な
い
。
福
建
を
代
表
す
る
大
吏
は
阿
林
保
の
み
が
登
場
し
、
悪

役
を

一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
阿
林
保
が
李
長
庚

を
弾
劾
し
た
際
、
李
長
庚
を
実
際
に
弁
護
し
た
の
は
当
時
の
断
江
巡

撫
清
安
泰
で
あ
っ
た
が
、
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
で
は
庇
元
が
弁
護
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。

「
李
壮
烈
戦
蹟
」
は
そ
の
後
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
が
引
用
す
る

部
分
に
あ
た
る
、
阿
林
保
が
、
李
長
庚
を
臆
病
と
詰
っ
て
、
死
に
追

い
や
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
。
最
後
に
、
閏
漸
総
督
が
方
維
旬
に

代
わ
り
、
戴
衡
亨
が
軍
機
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
と
、

旧
部
下
で

あ
る
郎
良
功
・
王
得
禄
の
活
躍
に
よ
っ
て
察
牽
が
逮
捕
さ
れ
、
海
賊

は
す
べ
て
鎮
定
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

以
上
の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
海
賊
問
題
像
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
福
建
の
腐
敗
と
「
陰
叛
」
す
る
安
南
に
よ
っ

て
拡
大
し
た
海
賊
は
察
牽
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
、
察
牽
は
台
湾
を
擾

乱
す
る
に
至
る
。
こ
の
対
策
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
李
長
庚
で
あ
っ

た
。
彼
は
福
建
の
妨
害
に
遭
っ
て
遂
に
は
命
を
落
と
す
。
そ
の
後
、

奈
牽
は
彼
の
旧
部
下
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
海
賊
問
題
は
解
決
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
は
、
李
長
庚
の
伝
記
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
を
見
る
限
り
は
、
海

賊
問
題
は
、
李
長
庚
と
察
牽
の
戦
い
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

三
嘉
慶
末
年
に
お
け
る
海
賊
問
題
認
識

「
李
壮
烈
戦
蹟
」
の
叙
述
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
李
長
庚
の
伝
記

と
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
李
壮

烈
戦
蹟
」
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
要
素
が
、
そ
れ
以
前
の
言
説
に
く

ら
べ
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
福
建
が

「
腐
敗
」
し
て
い
る
の
に
対
し
、
院
元
を
中
心
と
す
る
漸
江
当
局
は

李
長
庚
を
支
え
て
い
た
と
い
う
、
福
建
と
漸
江
の
対
比
で
あ
る
。

嘉
慶
年
間
前
半
に
お
け
る
福
建
の

「腐
敗
」
を
指
弾
す
る
論
理
は
、

『噛
亭
雑
録
』
の
ほ
か
の
部
分
で
は
管
見
の
限
り
見
い
だ
せ
な
吋
。

こ
の
福
建
の
「
腐
敗
」
指
弾
は
、
李
長
庚
が
台
湾
で
察
牽
の
逃
亡
を

許
し
た
責
任
を
、
当
時
の
問
所
総
督
玉
徳
に
帰
し
て
弾
劾
し
た
と
こ

ろ
に
淵
源
し
て
い
る
。
当
時
、
漸
江
当
局
は
言
明
し
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
の
李
長
庚
の
伝
記
に
お
い
て
は
、
福
建
当
局
が
李
長
庚
と
祈

江
当
局
を
製
肘
す
る
存
在
と
し
て
現
れ
た
。
こ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト

す
る
こ
と
で
、
「
李
壮
烈
戦
績
」
に
お
い
て
は
、
李
長
庚
を
支
え
る

所
江
と
「
腐
敗
」
し
た
福
建
の
対
比
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
晴
亭
雑
録
』
は
先
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、
嘉
慶
末
年
に
成
立

し
た
、
種
々
の
、
と
く
に
官
界
に
お
け
る
噂
話
を
集
積
し
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
礼
親
王
昭
槌
は
こ
れ
ら
の
材
料
を
自
ら
が

主
宰
す
る
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
場
所
か
ら
得
た
と
い
う
。
そ
の
内
容
は



嘉
慶
末
年
の
北
京
の
官
界
に
お
け
る
一
般
的
な
認
識
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
李
壮
烈
戦
蹟
」

は
唯
一
の
間
断
嘉
慶
海
賊
に
関
す
る
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
繍
亭

雑
録
』
成
立
の
数
年
前
に
解
決
し
た
海
賊
問
題
を
包
括
的
に
議
論
す

｛四｝

る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
は
、
先
行
す
る
李
長
庚
の
種
々

の
伝
記
の
情
報
や
プ
ロ
ッ
ト
を
も
と
に
、
単
純
化
し
て
成
立
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
海
賊
問
題
の
叙
述
は
、
李
長
庚
と
海
賊
察
牽
と
の

戦
い
の
記
録
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
漸
江
提
督
李
長
庚

が
清
廉
潔
白
な
主
人
公
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
同
時
に
、
海
賊
問
題

は
、
察
牽
の
存
在
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
菜
牽
の
消

滅
と
海
賊
問
題
の
解
決
は
等
号
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ

冊

ろ
う
。
同
時
に
、
そ
の
李
長
庚
の
活
躍
を
妨
害
す
る
の
は
、
福
建
の

喧

地
方
官
や
兵
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
容
易
に
福
建
の

「腐

譜
敗
」
に
結
び
付
く
。
嘉
慶
末
年
に
お
い
て
は
、

「嘉
慶
海
賊
」
と
は

ずが一
昨
こ
の
よ
う
な
枠
組
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
肌
貌
源
は
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
嘉
慶
末

鯛
年
ま
で
に
確
立
し
、
『
噺
亭
雑
録
』
に
も
載
る
、
李
長
庚
の
伝
記
を

樹
も
と
に
し
た
枠
組
を
利
用
し
、
そ
こ
に
漸
江
当
局
者
の
記
録
か
ら
具

拓川院
体
的
な
文
言
を
抽
出
し
組
み
合
わ
せ
た
。
貌
源
は
当
初
、
そ
の
点
を

隷
明
確
に
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
聖
武
記
』
初
版
本

9

で
は
、
巻
十
二
「
武
事
余
記
（
掌
故
考
証
こ
に
お
い
て
『
噺
亭
雑
録
」

9

を
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
八
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」

に
お
い
て
は
地
方
・

中
央
各
官
の
協
力
が
重
要
で
あ
る
と

一
般
論
を

語
る
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
版
本

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と

「
李
壮
烈
戦
績
」
は
共
通
の
祖
先
を
も
っ
並
列
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
二
次
改
訂
本
に
お
い
て
は
『
晴
亭
雑
録
」
が
引
用
さ

れ
、
福
建
と
淑
江
の
対
比
が
明
確
と
な
っ
た
。
李
長
庚
伝
記
群
か
ら

「嘱
完
了
雑
録
』
へ
枝
分
か
れ
し
た
系
譜
は
、再
び
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」

二
次
改
訂
本
に
お
い
て
合
流
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
出
来
上
が
っ
た
の
が
以
下
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
安

南
国
王
庇
光
平
は
陰
叛
し
て
海
賊
を
中
国
へ
送
り
こ
み
、
こ
れ
を
漸

江
当
局
が
討
ち
、
そ
の
後
出
現
し
た
察
牽
は
漸
江
提
督
李
長
庚
と
戦

い
、
李
長
庚
は
福
建
の
「
腐
敗
」
し
た
大
吏
に
死
に
追
い
や
ら
れ
た

が
、
李
長
庚
の
旧
部
下
が
察
牽
を
倒
し
、
沿
海
域
は
平
和
を
迎
え
る
。

こ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
、
説
源
は
自
ら
の
主
張
を
載
せ
て
、

「嘉
慶
東
南

靖
海
記
」
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

F
p
m
四
日
即

広
東
に
お
け
る
記
述
と
後
代
へ
の
影
響

最
後
に
広
東
の
事
象
に
関
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
嘉
慶
東
南

靖
海
記
」
に
あ
っ
て
は
広
東
に
ま
つ
わ
る
状
況
は
、
察
牽
集
団
鎮
圧

に
付
け
加
え
て
、
「
師
夷
以
制
夷
」
あ
る
い
は
「
海
防
」
等
に
か
か

わ
る
説
源
の
自
説
を
強
化
す
る
以
外
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
百
齢
着
任
か
ら
張
保
仔
の
投
降
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
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は
、
広
東
当
局
者
に
よ
る
海
賊
処
理
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
温
承
志

『平
海
紀
附
」
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
広
東
に
お
け
る
状

況
の
記
述
の
最
後
に
「
杜
絶
接
済
」
を
自
ら
称
揚
す
る
嘉
慶
帝
の
上

諭
を
置
く
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
言
及
の
意
図
は
、
先

述
の
通
り
、
貌
源
本
人
の
「
海
防
論
」
の
補
強
に
あ
り
、
広
東
の
海

賊
問
題
そ
の
も
の
を
叙
述
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

そ
の
た
め
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
載
せ
る
広
東
に
関
す
る
情
報

は
少
な
く
、
他
の
言
説
と
の
比
較
は
難
し
い
。

こ
れ
に
対
し
、
広
東
の
地
方
志
に
は
、
領
域
内
に
関
す
る
比
較
的

詳
細
な
記
録
が
残
る
。
広
東
の
地
方
志
で
は
、
そ
の
海
賊
の
出
現
に

関
し
て
、
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
と
異
な
り
、
｛
女
南
が
関
与
し
、
略

奪
を
教
唆
し
て
い
た
と
い
う
説
を
採
用
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
安
南

国
が
滅
亡
し
て
、
そ
の
結
果
行
き
場
を
な
く
し
た
安
南
国
の
華
人
部

隊
が
、
嘉
慶
八
年
（
一
八
O
二
一）

以
降
海
賊
と
な
り
広
東
を
荒
ら
し

た
、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
共
有
し
て
い
説
。
な
お
、
広
東
の
地
方
志

は
、
海
賊
活
動
の
ピ

l
ク
は
嘉
慶
十
四
年
前
後
に
あ
り
、
張
保
仔
ら

を
投
降
さ
せ
る
こ
と
で
こ
の
海
賊
問
題
を
解
決
し
た
両
広
総
督
百
齢

（
嘉
慶
十
四
年
着
任
）
を
称
揚
す
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
。

福
建
・
漸
江
の
地
方
志
も
海
賊
問
題
に
つ
い
て
の
地
方
志
の
記
述

の
ほ
と
ん
ど
は
当
該
行
政
区
分
内
に
お
け
る
地
域
防
衛
と
団
錬

・
郷

勇
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
省
レ
ベ
ル
の
鎮
圧
活
動
や

海
賊
問
題
全
体
の
展
開
な
ど
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
。
少
な
く

と
も
清
末
ま
で
は
、
地
方
と
中
央
で
は
、
一
言
説
の
位
相
が
異
な
っ
て

お
り
、
話
題
が
重
な
る
こ
と
自
体
が
少
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
宣
統
『
東
莞
県
志
』
巻
三
十
三
一
「
前
事
略
五
国
朝
二
」

に
は
奇
妙
な
構
成
が
見
い
だ
せ
る
。『
東
莞
県
志
』
は

『靖
海
気
記
」

を
引
用
し
、
安
南
滅
亡
後
の
海
賊
活
動
活
発
化
と
地
域
防
衛
に
つ
い

て
説
明
す
る
。
そ
の
直
後
、
「
安
南
世
系
沿
革
略
」
を
引
用
し
、
「
安

南
国
王
庇
光
讃
」
が
海
賊
を
教
唆
し
て
、
中
国
沿
海
に
送
り
込
ん
で

い
た
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
嘉
慶
四
年
の
「
莫
扶
観
献
上
」
な
ど
、

明
ら
か
に
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
安
南
滅
亡
以
前
か
ら
海
賊
が
広
東
沿

海
で
活
動
し
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
直
前
の
『
靖
海
気

記
」
の
、
安
南
滅
亡
に
よ
り
広
東
海
域
で
の
海
賊
活
動
活
発
化
と
い

う
内
容
と
は
矛
盾
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
用
さ
れ

る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
ま
で
、
広
東
の
地
方
志
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど

そ
の
地
方
に
お
け
る
情
報
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
中
央
な
ど
で
流
通

す
る
情
報
が
流
れ
込
む
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清

末
に
な
る
と
中
央
に
お
け
る
一
般
的
な
言
説
も
地
方
志
の
中
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
『
越
南
世
系
沿
革
略
」
（
光
緒
三
年
／

一
八
七
七
）
、
あ
る
い
は
「
国
朝
先
正
事
略
」
（
同
治
五
年
／

一
八
六
六
）
「
李
長
庚
伝
」
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

「嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
は
中
央
で
広
く
流
通
し
て
い
た
一
般
的
な
嘉

慶
年
間
の
海
賊
問
題
の
叙
述
と
な
っ
て
い
た
。
官
一
統
「
東
莞
牒
志
」



で
は
ど
の
中
央
の
情
報
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
広
東
で
流
通
し
て
い
た

言
説
に
接
木
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
地
方
志
に
お
い
て
は
、
必

ず
し
も
海
賊
問
題
の
文
脈
の
副
踊
に
関
し
て
は
関
心
が
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
嘉
慶
海
賊
問
題
叙
述
の
系
譜

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
嘉
慶
海
賊
鎮
圧
後
、
一
般
に
流
布
し
た
言
説

の
淵
源
は
、
海
賊
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
当
事
者
で
あ
る
祈
江
当
局
の
記

録
よ
り
も
む
し
ろ
、
海
賊
と
戦
い
戦
死
し
た
李
長
庚
の
伝
記
群
（
嘉

冊
慶
十
五
年
前
後
）
に
あ
っ
た
。
こ
の
李
長
庚
の
伝
記
群
の
エ
ツ
セ
ン

喧
ス
は
『
噺
亭
雑
録
』

「
李
壮
烈
戦
蹟
」

（
嘉
慶
二
十
年
前
後
）
に
集
め

縮
ら
れ
た
。
貌
源
も
同
様
に
、
李
長
庚
伝
記
群
の
枠
組
を
踏
襲
し
、
細

齢
か
い
記
述
の
み
漸
江
当
局
の
記
録
を
利
用
し
て
、
さ
ら
に
自
身
の
主

淑
張
を
加
え
て
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
（
道
光
二
十
二
年
）
を
執
筆
し
た
。

周
そ
し
て
、
改
訂
に
当
た
り
、
「
李
壮
烈
戦
績
」
を
引
用
し
、
嘉
慶
海

樹
賊
問
題
に
関
わ
る
叙
述
の
型
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
文
末
図
参

折時

間

中

。

一
時
つ
ま
り
、
説
源
が
描
く
嘉
慶
年
間
の
海
賊
問
題
は
、
嘉
慶
末
年
ま

で
に
成
立
し
て
い
た
認
識
枠
組
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
で
は
、
そ
の
嘉
慶
末
年
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
。
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こ
の
問
い
は
、
な
ぜ
李
長
庚
と
所
江
当
局
が
中
心
と
な
る
よ
う
な

語
り
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
と
関
連
す
る
。
現
職
の

漸
江
提
督
の
戦
死
は
、
そ
れ
な
り
に
需
要
の
あ
る
話
題
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
物
語
の
中
心
で
あ
る
漸
江
当
局

の
首
座
に
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
を
広
め
る
こ
と
と
な
っ
た
李
長
庚
の

伝
記
を
執
筆
し
、
そ
の
後
も
官
界
に
強
い
影
響
力
を
有
し
て
ゆ
く
庇

元
と
い
う
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

乾
隆
五
十
四
年

（
一
七
八
九
）
進
士
及
第
後
、
翰
林
院
庶
吉
士
か

ら
各
地
の
学
政
を
歴
任
す
る
な
ど
、
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
を
進
ん
だ
庇

元
は
、
淑
江
巡
撫
・
河
南
巡
撫
・
江
西
巡
撫
を
歴
任
し
、
嘉
慶
末
年

に
湖
広
総
督
、
の
ち
に
両
広
総
督
・
雲
貴
総
督
を
経
て
、
内
閣
大
学

士
に
至
り
、
太
子
太
保
・
太
停
と
な
る
な
ど
極
め
て
順
調
な
職
歴
を

歩
む
。
さ
ら
に
院
元
幕
府
は
、
多
く
の
優
秀
な
学
者
を
抱
え
、
本
人

（
詰
｝

も
巻
き
込
ん
で
、
多
く
の
学
術
的
な
成
果
を
上
げ
て
い
た
。
貌
源
・

林
則
徐
な
ど
道
光
年
間
に
活
動
す
る
官
僚
の
多
く
も
直
接
・
間
接
的

に
そ
の
思
恵
を
被
っ
て
い
た
し
、
存
命
中
の
太
停
に
否
定
的
な
意
見

を
公
に
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
一

方
で
、
李
長
庚
を
製

（

羽

）

〔

訂

己

肘
す
る
悪
役
に
さ
れ
た
玉
徳
や
阿
林
保
は
嘉
慶
十
年
代
後
半
に
は
失

脚
し
、
官
界
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
英
雄
的
に

戦
死
し
た
漸
江
提
督
と
そ
の
友
人
で
現
役
屈
指
の
大
官
、
そ
し
て
そ

の
場
に
係
累
の
い
な
い
悪
役
大
官
に
よ
る
物
語
は
容
易
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
政
治
状
況
に
影
響
さ
れ
て
成
立
し
た
「
李

壮
烈
戦
蹟
」
の
枠
組
は
、
貌
源
『
聖
武
記
』
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」

を
通
じ
、
そ
の
後
も
強
い
影
響
力
を
保
っ
た
。
清
末
道
光
年
間
以
降
、

時
折
言
及
さ
れ
る
嘉
慶
問
所
海
賊
に
関
わ
る
言
説
は
、
さ
き
に
み
た

広
東
の
地
方
志
も
含
め
、
ほ
ぼ
す
べ
て
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
の
影

響
下
に
あ
る
。『
庸
開
斎
筆
記
』
（
同
治
十
二
年
／

一
八
七
一
二
）
巻
六

に
は
「
神
霊
蕩
冠
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
「
神
風
蕩
冠
記
」
が
（
明

記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
）
ほ
ほ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
「
神
風
蕩
冠
記
」
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
場
合
は
非
常
に

珍
し
い
。
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
、
「
李
壮
烈
戦
蹟
」
H
「
嘉
慶
東
南

靖
海
記
」
の
要
素
が
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
な
か
で
言
及
さ
れ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。『
郎
潜
紀
聞
初
筆
」
（
光
緒
六
年
／

一
八
八

O
）
巻
七
「
閤
湖
水
師
攻
動
察
牽
」
で
は
福
建
水
師
と
淑
江

水
師
の
対
立
が
示
唆
さ
れ
、
『
郎
潜
紀
聞
二
筆
』
（
光
緒
七
年
／

一
八
八
二
巻
十
二
「
仁
宗
信
任
李
忠
毅
」
は
、
福
建
当
局
が
李
長

庚
を
製
肘
し
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。『
郎
潜
四
筆
』

（
光
緒

十
二
年
／
一
八
八
六
）
巻
九
「
李
長
庚
翰
墨
風
流
」
に
は
、
李
長
庚

と
察
牽
が
同
郷
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
『
郎
潜
四
筆
」

は
李
長
庚
に
文
章
の
才
能
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
の
要
素
も
、
李

長
庚
の
伝
記
か
ら
「
李
壮
烈
戦
績
」
を
経
由
し
て
、
「
嘉
慶
東
南
靖

海
記
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
要
素
で
あ
る
。

民
国
期
、
嘉
慶
末
年
の
認
識
枠
組
に
強
く
規
定
さ
れ
た

「
嘉
慶
東

南
靖
海
記
」
は
粛
一
山
『
清
代
通
史
」
（
一
九
二
三
）
に
、
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
引
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
長
ら
く
嘉
慶
年
間
の
海
賊
問
題
に
関

す
る
学
術
研
究
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
清
史
稿
』
に

お
け
る
貌
源
の
諸
著
作
の
影
響
も
、
常
識
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、

嘉
慶
年
間
の
認
識
枠
組
は
道
光
年
間
の
経
世
知
識
人
の
著
作
を
通
じ

て
、
二
十
世
紀
に
ま
で
生
き
延
び
た
の
で
あ
説
。

、王
（1
）
矢
野
仁
一
「
嘉
慶
時
代
の
艇
盗
の
乱
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
と
地
理
』

一
八
｜
二
、
一
九
二
六
年
）
、
佐
野
学
「
海
冠
の
時
代
」
（
『
清
朝
社

会
史
』
文
求
堂
、
一
九
四
七
年
）
、
黄
典
権

「夜
明
牽
朱
漬
海
盗
之
研
究
」

（
『
台
南
文
化
」
六
l

て
一
九
五
八
年
）
、
勝
目
弘
子
「
清
代
海
冠

の
乱
」
（
『史
論
』一

九
、
一
九
六
八
年
）
、
蘇
同
畑
「
海
盗
察
牽
始

末
上
・
下
」（『
台
湾
文
献
」
二
五
｜
四
・
二
六
1

て
一
九
七
四
・

一
九
七
五
年
）、

り
F
E
E－云
R
E
M
F
Eミ
ぎ
ミ
S
？凶
g
s
n
E
3
a

n
b
b伺
H
H
u
dも
』
h
w
H

。・
ω
gロ
砂
丘

・
ω門
出
口
『
C
H
己
己
ロ
弓
巾
円
回
目
円
一
可
思
・

2印
w

H

。∞吋

松
浦
章

『中
国
の
海
賊
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。
た

だ
し
、
云
巴
ロ
ミ
の
研
究
は
、
後
述
の
広
東
地
方
志
と
枠
組
を
共
有

し
て
い
る
。

（2
）
本
稿
で
は
最
も
頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
古
微
堂
蔵
板
道
光
二
十
六
年

第
三
次
重
訂
本
所
収
の
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」
に
拠
っ
た
。
三
次
重

訂
本
と
二
次
改
訂
本
（
道
光
二
十
四
年
）
と
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
初
版
本
（
道
光
二
十
二
年
）
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
後
述
す
る



が
、
管
見
の
限
り
二
十
世
紀
以
降
の
海
賊
問
題
に
関
わ
る
研
究
史
に

お
い
て
初
版
本
が
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

（
3
）

神
田
信
夫

「
『
聖
武
記
』
雑
考
」
（『清
朝
史
論
考
』
山
川
出
版
社
、

二
O
O
五
年
。
初
出

『東
方
学
会
創
立
四
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
」

（
東
方
学
会
、

一
九
八
七
年
）
。

（4
）
百
瀬
宏
『
明
清
社
会
経
済
史
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八

O
年）、

彰
大
成

・
韓
秀
珍
『
貌
源
与
西
学
東
漸
』
（
湖
南
師
範
大
学
出
版
社
、

二
O
O
五
年
）

（5
）
挑
葎
元
「
璃
片
戦
争
史
実
考
」
（
武
漢
大
学
出
版
社、
二
O
O
七
年
。

初
版
一
九
四
二
年
）
、
張
書
才
「
〈聖
武
記
〉
所
記
白
蓮
教
起
義
史
料

排
誤
」
（
「
文
献
」

て
一
九
七
九
年
）
、
岡
本
隆
司

「貌
源
の
塩
法

論
を
中
心
と
し
て
」
（
『洛
北
史
学
』
三
、
二
O
O
一
年
）。

（6
）

こ
の
当
時
の
清
朝
・
ベ
ト
ナ
ム
関
係
の
実
際
に
関
し
て
は
豊
岡
康

畑
史
「
清
代
中
期
の
海
賊
問
題
と
対
安
南
政
策
」
（
『
史
学
雑
誌
』

L

一一

五
l

四
、
二

O
O
六
年
）
、
吉
開
将
人

「「南
越
国
長
」
院
福
暁

緒

l
清
代
柏
案
か
ら
見
た
庇
福
映
の
冊
封
問
題
」
（
「
史
朋
』
四

O
、

同

三

O
O七
年
）
参
照
。

叙
（
7
）
西
山
庇
氏
院
文
恵
お
よ
び
そ
の
子
庇
光
績
を
指
す
。
西
山
院
氏
は

開
一
七
七
八
年
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
で
挙
兵
し
、
一
七
八
五
年
ま
で
に
広

嚇
南
庇
氏
・
東
京
鄭
氏
を
滅
ぼ
し
、
安
南
禦
氏
を
放
逐
し
、
さ
ら
に
清

漸
朝
の
武
力
介
入
を
撃
退
し
て
ベ
ト
ナ
ム
北
部
支
配
を
確
立
し
て
い

闘

た

。
そ
の
経
過
と
、
そ
の
後
の
西
山
院
氏
と
広
南
庇
氏
院
福
映
（
の

嘉

ち

の

越

南

国

王

／
大
南
国
嘉
隆
帝
）
と
の
抗
争
に
つ
い
て
は
、
八
尾

隆
生
「
収
縮
と
拡
大
の
交
互
す
る
時
代
」
（
『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア

史」

三
、
二

O
O
一
年）
、
嶋
尾
稔
「
タ
イ
ソ
ン
朝
の
成
立
」
（
『
岩
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波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
』
四
、
二
O
O
一
年
）
参
照
。

（8
）
張
中
訓
「
清
嘉
慶
年
間
問
所
海
盗
組
織
研
究
」
（
「
中
国
海
洋
発
展

史
論
文
集
』
第
二
輯
、
中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所
、
一
九
八
六

年）
。

（
9
）
孫
玉
庭

「海
防
論
」。
嘉
慶
九
年
上
奏
。
『
延
麓
堂
集
』
巻
一
所
収
。

（叩
）
『
聖
武
記
』
古
微
堂
蔵
板
道
光
壬
寅
（
二
十
二
年
）
刊
本
。
な
お

初
版
本
と
二
次
改
訂
本

・
三
次
重
訂
本
の
相
違
は
、
案
語
を
除
き
、

表
現
の
細
か
い
変
更
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（日
）
『
皇
朝
経
世
文
編
」
巻
八
十
五
「
兵
政
十
六
、
海
防
下
」
に
は
海

賊
対
策
に
関
す
る
議
論
十
編
を
載
せ
る
。
そ
の
う
ち
八
編
（
沈
徳
潜

「防
海
」・

周
之
嬰
「
海
冠
策
」・

李
治
運
「
稽
海
船
以
清
盗
源
疏
」
・

周
鏑
「
上
李
提
軍
書
」

・
曾
錆
「
答
秦
観
察
問
防
海
事
宜
」
・
陳
庚
焼

「答
温
撫
軍
延
訪
海
事
書
」
・
正
志
伊
「
議
海
口
情
形
疏
L

・程
合
章

「上

百
制
軍
馨
耕
海
匪
書
」
）
は
貌
源
の
海
防
論
に
近
い
議
論
で
あ
る
。

（ロ
）
嘉
慶
帝
は
海
賊
対
策
に
英
国
・
演
門
の
助
力
を
求
め
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
広
東
当
局
は
共
同
し
て
海
賊
対
策
に
あ

た
っ
て
い
る
。
巴
自

国－

Z
R
E〕
HU
E
S雪
ミ
HP？
凶室内
E
Q尽
き
己
℃
・

5
HlHω∞
参
照
。

（日
）
焦
循
（
一
七
六
三
l

一
八
二
O
）
。
字
は
里
堂
。
江
蘇
甘
泉
人
。

嘉
慶
六
年
挙
人
。
考
証
学
者
。
著
作
に
「
離
菰
集
』
『
論
語
通
釈
」『
孟

子
正
義
」
「
離
菰
楼
詩
詞
」
等
が
あ
る
。

（U
）
院
亨
（
一
七
八
三
ー
一
八
五
九
）
。
院
元
従
弟
。
嘉
慶
二
十
三
年
、

貫
生
。
考
証
学
者
。

（日
）
『
雷
塘
庵
主
弟
子
記
」
（
道
光
二
十
一
年
初
刊
本
）
の
院
元
斯
江
巡

撫
任
期
中
の
箇
所
は
、
「
旗
舟
筆
談
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
と
な
っ
て
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い
る
た
め
本
稿
で
は
分
析
対
象
と
し
な
か
っ
た
。

（
日
）
玉
徳
（
？

l

一
八
O
八）
。
瓜
爾
佳
氏
。
満
洲
正
紅
旗
人
。
官
学
生
。

乾
隆
三
十
三
年
、
内
閣
中
書
。
乾
隆
六
十
年
、
山
東
巡
撫
。
嘉
慶
元

年
、
漸
江
巡
撫
。
四
年
、
間
断
総
督。

（口
）

清
安
泰

（？

一

八

O
九
）
費
莫
氏
。
満
洲
鍍
黄
旗
人
。
乾
隆

四
十
六
年
進
士
。
湖
南
、
広
西
、
所
江
布
政
使
、
河
南
巡
撫
を
歴
任
。

（日
）
「
神
風
蕩
冠
記
」

・
「
艇
既
以
閑
矯
向
導
、
閤
即
籍
矯
整
援
、
漸
洋

自
南
距
北
二
千
絵
里
、
我
南
則
彼
北
、
我
北
則
彼
南
。
我
骨
回
艇
則
閣

時
時
其
劫
、
我
嘗
閤
則
艇
矯
之
障
。
且
艇
強
即
遇
亦
未
能
必
勝
、
閏
絞

即
未
遇
己
望
而
先
走
。」。
『
聖
武
記
』
巻
八
「
嘉
慶
東
南
靖
海
記
」

一
「士

盗
街
夷
艇
第
一
野
勢
、
而
夷
艇
侍
土
盗
篤
郷
導
。
三
省
洋
面
各
数
千
里
、

我
北
則
彼
南
、
我
南
則
彼
北
、
我
嘗
艇
則
土
盗
同
時
其
劫
、
我
嘗
土
盗

則
艇
鴛
之
援
、
且
夷
艇
高
大
多
磁
、
即
遇
亦
未
必
能
勝
、
土
盗
絞
又

有
内
腰
、
毎
暫
遁
而
旋
表
。」

（四
）
『
仁
宗
実
録
」
巻
二
ハ
一
、
嘉
慶
十
一
年
五
月
発
酉
条
。

（却
）
お
そ
ら
く
、
洪
亮
吉
の
も
の
が
最
も
早
く
、
察
牽
殺
害
（
嘉
慶

十
四
年
）
以
前
に
成
立
し
、
次
い
で
院
元
の
も
の
が
成
立
し
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
陳
寿
棋
・
王
芭
孫
・
偉
敬
の
も
の
は
順
序
は

不
明
だ
が
、
院
元
の
も
の
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
ま

た
清
末
に
成
立
し
た
李
長
庚
の
伝
記
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

王
宗
炎
「
李
忠
毅
公
桐
堂
碑
記
」
（
『馬
巷
庁
志
」
付
録
上
）
、
李
元

度
「
李
忠
毅
公
事
略
」
（
『馬
巷
庁
志
』
付
録
上
／
『
国
朝
先
正
事
略
』
）
、

王
桜
辰
「
老
葺
随
筆
」
（
『
馬
巷
庁
志
』
付
録
上
）
、
「
李
長
庚
伝
」
（
民

国

『同
安
県
志
』
巻
三
十
四
「
人
物
録

・
忠
義
録
」
）
、
「李
長
庚
伝
」

（
『
清
史
稿
」
巻
三
百
五
十
）
。

（
幻
）
李
長
庚
が
林
爽
文
反
乱
鎮
圧
に
参
加
し
た
と
い
う
記
事
は
、
「
清

稗
類
紗
』
戦
事
類
「
福
康
安
柴
大
紀
平
蓋
湾
」
に
も
見
ら
れ
る
。

（詑
）

李
長
庚
の
清
廉
さ
を
強
調
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
福
康
安
に
対

す
る
火
薬
の
請
求
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（お
）

こ
の
よ
う
な
福
建
の
非
協
力
的
態
度
に
関
す
る
記
述
は
庇
元

「壮

烈
伯
李
忠
毅
公
伝
」
に
も
見
出
せ
る
。
こ
の
点
は
、
先
に
検
討
し
た

漸
江
当
局
の
公
式
の
観
点
と
は
異
な
り
、
明
確
に
当
時
の
福
建
当
局

に
対
す
る
不
信
感
を
示
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

（担
）

神
田
信
夫
「
『
噺
亭
雑
録
」
と
其
の
著
者
礼
親
王
昭
槌
」
（
『
清
朝

史
論
考
』
山
川
出
版
社
、
二

O
O
五
年
。
初
出
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
カ
」

て

一
九
四
八
年
）
。

（お
）

嘉
慶
七
年
三
月
か
ら
十
年
四
月
ま
で
福
建
水
師
提
督
の
任
に
あ
っ

た
促
｛
疋
得
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（お
）
こ
の
よ
う
な
、
安
南
国
王
が
海
賊
行
為
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
と

い
う
言
説
（
「
安
南
関
与
説
」
）
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
前
掲
豊
岡

「
清
代
中
期
の
海
賊
問
題
と
対
安
南
政
策
」
参
照
。

（幻
）

「
李
壮
烈
戦
蹟
」
に
お
け
る
該
当
箇
所
の
原
文
は
「
加
以
拠
風
大
作
、

海
津
淘
涌
、
公
士
卒
百
倍
、
槍
砲
際
委
、
覆
船
数
百
殆
蓋
、
倖
斬
数

千
人
、
生
檎
夷
係
官
倫
貴
利
等
以
献
。」

こ
れ
に
対
し
、
李
長
庚
の

伝
記
（
「
淑
江
提
督
柚
総
統
閤
湖
水
師
追
封
三
等
壮
烈
伯
誼
忠
毅
李
公

行
状
」
）
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。
「
関
風
作
。
覆
賊
舟
幾
輩
。
獲
其

傷
侯
爵
倫
貴
仁
。
待
斬
数
千
人
。
」

（却
）
『
嘱
亭
雑
録
」
は
特
定
の
地
域
の
問
題
よ
り
は
、
む
し
ろ
乾
隆
末

期
の
和
坤
と
関
係
が
深
か

っ
た
高
級
官
僚
の
「
貧
汚
」
を
指
弾
し
、

嘉
慶
帝
が
抜
擢
し
た
官
僚
を
称
揚
す
る
。
た
と
え
ば
、
巻
十

「
嘉
慶



初
年
紅
白
撫
」
に
は
嘉
慶
期
の
有
能
な
地
方
官
と
し
て
覚
羅
長
麟
・
陳

大
文
・
党
羅
士
口
慶

・
書
麟
・
呉
熊
光
・
圧
志
伊
・
台
布
・
初
彰
齢
・

王
乗
霜
・
荊
道
乾
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（却
）
広
東
に
関
し
て
は
、
張
保
仔
集
団
が
両
広
総
督
百
齢
に
よ
っ
て
招

撫
さ
れ
た
こ
と
が
、
別
の
文
脈
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

『噺
亭
雑
録
』
巻
三
「
朱
白
泉
獄
中
上
百
朱
二
公
書
」
。
越
翼

「径一曝

雑
記
」
巻
五
、
「
海
盗
来
降
」
に
は
、
最
初
に
察
牽
が
十
年
余
り
活

動
し
、
そ
の
あ
と
に
朱
漬
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
さ
ら
に
あ
と
に
張
保

仔
ら
が
い
た
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
察
牽
に
触
れ
る
の
が
嘉

慶
海
賊
問
題
叙
述
の
定
石
で
あ
っ
た
。

（却
）
温
承
志
「
平
海
紀
略
』
（
「
昭
代
叢
書
」
発
集
翠
編
所
収
）
。
た
だ
し
、

文
言
が

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
那
彦
成

・
呉
能
…
光
が
両

広
総
督
に
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
の
情
報
源
は
不
明
で
あ
る
。
貌
源

岡
が
、
直
接
、
邸
紗
な
ど
か
ら
調
査
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

桂一且（
（
訂
）
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
を
共
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
妻
、
水

緒

論

『

靖

海

気

記

」（
道
光
十
年
刊
、
道
光
十
七
年
続
刊
。『
田
野
与
文

の

，

献

｜

華
南
研
究
資
料
中
心
通
訊
』（
四
六
、

二
O
O
七
年
）
に
英
国

叙

図

書

館

蔵

本

を

収

録
。
翻
訳
に
、
貝
包
同

Z
2
5
E
P
目
的
芯
ヨ
ミ
さ
時

間

ぎ

3
5礼
会
室
苦
♀
ミ
h
s
k
f
－
～
き
ど
き
お
き
伺
守

撒

s
s
q＼
て
s
a
s
s
hl門誌
柏
戸
〔

ursh
ぎ
HJP
S

門戸

円、。
E
op
Hg
H
が
あ

蹴

る

。）

と
朱
程
万
「
己
巳
平
冠
」
（
『南
海
県
志
』
巻
十
四
「
列
伝
」

白
川
勺脚

朱
程
万
伝
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
者
と
も
原
本
は
中
国
で
は
散

嘉

逸

し

た

が

、
以
下
の
広
東
に
お
け
る
地
方
志
は
こ
の
ど
ち
ら
か
を
引

用
（
あ
る
い
は
重
引
）
し
て
お
り
、
嘉
慶
・
道
光
年
間
に
お
い
て
情

報
源
と
し
て
広
範
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
道
光
『広
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東
通
志
』
、
光
緒

『潮
州
府
志
』
、
嘉
慶

『澄
海
県
志
」
、
光
緒

『潮

陽
県
志
』
、
光
緒

「恵
州
府
志
』
、
光
緒

「広
州
府
志
」
、
同
治

『番

高
県
志
』
、
宣
統

「東
莞
県
志
』
、
同
治
『
南
海
県
志
』
、
官
一
統
『
南

海
県
志
』
、
民
国

『順
徳
県
志
」
、
道
光

『新
会
県
志
』
、
民
国
『
香

山
県
志
」
、
光
緒

『肇
慶
府
志
』
、
民
国

「陽
江
志
』
、
光
緒

『高
州

府
志
」
、
道
光

「
重
修
電
白
県
志
』
、
光
緒

『呉
川
県
志
』
、
嘉
慶

『雷

州
府
志
」
、
光
緒
『
環
州
府
志
』
、
民
国
『
現
山
県
志
」
。

（
泣
）
前
掲

『馬
巷
庁
志
』
は
例
外
的
に
郷
土
の
英
雄
李
長
庚
の
伝
記
を

収
録
し
て
い
る
。
台
湾
の
地
方
志
は
、
家
一
小
牽
集
団
の
台
湾
上
陸
を
め

ぐ
る
状
況
に
焦
点
を
あ
て
る
。
道
光

「彰
化
県
志
』
な
ど
。

（
お
）
徐
延
旭

「越
南
世
系
沿
革
略
』（『
小
方
査
斎
輿
地
叢
紗
』
十
二
秩

所
収
）
。
和
田
博
徳

「越
南
輯
略
に
つ
い
て
中
国
人
の
東
南
ア
ジ

ア
知
識
と
清
仏
戦
争
」

（「
史
学
」
四
四
1
四
、
一
九
七
二
年
）
。

（担
）
清
末
以
降
の
広
東
の
地
方
志
が
中
央
や
海
外
の
学
説
な
ど
を
頻
繁

に
引
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
程
美
宝
『
地

域
文
化
与
国
家
認
同
晩
清
以
来
「
広
東
文
化
」
観
的
形
成
』（
生
活
・

読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二

O
O六
年
）
参
照
。

（お
）

水
上
雅
晴
「
清
代
の
幕
府
と
学
術
交
流
一
許
慎
の
官
衡
を
め
ぐ
る

議
論
を
中
心
と
し
て
」

（
『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』

一
O
七、

二
O
O
二
年
。

（お
）
玉
徳
は
、
問
所
総
督
解
任
後
、
嘉
慶
十
三
年
に
烏
什
鱗
事
大
臣
に

任
命
さ
れ
た
が
、
翌
年
死
去
し
た
。
な
お
息
子
で
あ
る
桂
良
（
成
豊

中
、
総
理
街
門
大
臣
）
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
嘉
慶
二
十
四
年

（
一
八
一
人
）

四
川
順
慶
府
知
府
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
嘉
慶
末
年
に
は
い
ま
だ
影

響
力
は
な
か
っ
た
。
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（
幻
）
阿
林
保
は
嘉
慶
十
四
年
、
両
江
総
督
に
転
じ
た
が
、
ほ
ど
な
く
し

て
死
去
し
た
。

（
招
）
粛

一
山

『清
代
通
史
』
中
巻
「
東
南
海
冠
之
役
」
は

「嘉
慶
東
南

靖
海
記
」
に
改
行
と
小
見
出
し
を
付
け
加
え
、
『嘱
亭
雑
録
』
巻
三
「李

壮
烈
戦
蹟
」
の
引
用
は
察
牽
撃
沈
に
関
わ
る
記
述
の
直
後
に
置
き
、

嘉
慶
帝
称
揚
に
関
わ
る
按
語
を
削
除
し
て
い
る
。

（却
）

同
様
の
状
況
を
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
生
し
た
白
蓮
教
反
乱
に
関
す

る
研
究
に
お
い
て
も
見
い
だ
せ
る
。
山
田
賢

「
『
官
逼
民
反
』

考
｜

嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
の

「叙
法
』
を
め
ぐ
る
試
論
」
（
『名
古
屋
大
学
東

洋
史
研
究
報
告
』
二
五
、
二

O
O
一年）

付
記
本
研
究
は
平
成
二
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特

別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

李長度伝包群

嘉慶十五年前後
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書庫六年以降

『神風蕩送記J（嘉康六年）
f神風蕩進後記J（嘉麓十四年）
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