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乾
隆
北
京
仝
圖
に
就

一
、
現
存
最
大
最
古
の
北
京
地
圖

二
、
そ
の
僚
裁
と
大
き
さ

三
、
そ
の
作
ら
れ
仁
年
代

四
、
最
初
の
北
京
地
圖
と
乾
隋
北
京
地
圖

五
、
乾
降
北
京
地
圖
と
同
治
北
京
地
圖
、
其
の
他

い｀

て

　
　
　
　

一
、
現
存
最
大
最
古
の
北
京
地
圖

　

今
か
ら
五
年
前
、
民
國
二
十
四
年
の
春
の
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
北
京
教
宮
の
内
務
府
造
辨
處
輿
圖
房
内
か
ら
と
て
つ
も
な

く
大
き
な
地
圖
が
我
見
さ
れ
ま
し
た
。
題
し
て
乾
隆
北
京
仝
圖

と
し
ま
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
以
前
そ
の
一

部
が
政
宮
東
路
の
奥
圖
室
内
に
陳
列
し
て
あ
り
ま
し
た
の
で
、

已
に
御
存
知
の
方
も
鳶
あ
り
か
と
存
じ
ま
す
が
、
恐
ら
く
北
京

仝
市
街
圖
と
し
て
は
最
大
最
詳
の
し
か
も
亦
現
存
最
古
の
も
の

で
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今

　
　

西

　
　

春

　
　

秋

　
　

私
･
Ｖ
-
ま
／
～
去
年
の
秋
か
ら
敵
宮
内
に
入
り
込
ん
で
居
―
ま
し
た

　

と
こ
ろ
、
此
頃
或
る
柵
會
に
、
事
麦
前
瞥
造
學
祀
が
こ
れ
を
仝
部
二

　

百
三
枚
の
寫
前
に
牧
め
て
ゐ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
ま
こ
と
に
都
合
の

　

。
よ
い
こ
と
に
は
ヽ
そ
の
原
板
が
肯
皆
故
宮
總
務
處
内
に
残
さ
れ
て
ゐ

　

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
三
三
父
渉
の
細
果
、
嬉
し
い
こ
と

　

に
こ
の
寫
前
全
部
の
焼
付
け
を
安
値
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た

　

の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
Ｘ
に
、
些
か
御
紹
介
申
し
上
げ
た
い
と
存
す
る
所
以
で
あ

り
ま
す
。

　
　
　
　

ニ
、
そ
の
豊
裁
と
大
き
さ

　

そ
こ
で
先
づ
こ
の
地
圖
の
顛
裁
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
北

京
全
市
を
北
か
ら
漸
次
十
七
排
に
分
ち
、
毎
排
叉
東
・
φ
・
西

の
三
路
に
分
っ
て
、
こ
の
一
路
宛
を
一
冊
宛
の
折
本
に
仕
立
て

都
合
五
十
一
冊
の
大
形
折
本
か
ら
ぽ
っ
て
を
り
ま
す
・
こ
の
折
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本
は
東
西
雨
路
の
分
が
毎
冊
十
六
頁
、
申
路
の
分
が
毎
冊
二
十

　
　
　

頁
で
あ
り
ま
す
。
但
し
こ
の
頁
数
は
外
城
の
方
で
圖
が
一
杯
に

　
　
　

な
る
様
に
取
っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
内
城
の
方
で
は
東
西
剛
路

　

。
分
の
左
右
に
相
富
ブ
ー
フ
ン
ク
頁
を
残
し
て
を
り
ま
す
。
第
十
一

　
　
　

排
の
下
方
に
前
三
門
を
連
ね
る
城
壁
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
第

　
　
　

十
一
排
で
外
城
に
入
っ
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
毎
頁
の
大
き

　
　
　

さ
が
、
曲
尺
で
縦
二
尺
七
寸
四
分
乃
至
五
分
の
横
一
尺
六
寸
八

　
　
　

分
乃
至
九
分
。
頁
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
の
は
裏
打
ち
の
際
に

　
　
　

出
来
た
歪
ら
し
く
思
は
れ
ま
す
。
試
み
に
こ
の
折
本
全
部
を
ひ

　
　
　

ろ
げ
て
見
る
と
す
る
と
、
縦
四
丈
六
尺
六
寸
に
横
四
丈
三
尺
七

　
　
　

寸
「
面
積
に
し
て
大
約
五
十
七
坪
は
ま
づ
相
営
な
も
の
で
あ
り

　
　
　

ま
せ
う
。
あ
と
で
叉
申
し
上
げ
ま
す
が
、
故
宮
文
献
館
の
編
纂

　
　
　

員
曹
宗
儒
君
は
こ
れ
を
六
百
五
１
　
分
の
一
圖
だ
と
勘
定
致
し
ま

　
　
　

し
た
。
腿
見
さ
れ
た
と
き
は
、
虫
食
ひ
だ
ら
け
の
ボ
ロ
ノ
４
だ

　
　
　

っ
た
さ
う
で
あ
り
ま
す
が
。
、
こ
れ
を
も
と
通
り
の
値
裁
に
繕
っ

　
　
　

た
の
だ
と
文
献
館
で
は
話
し
て
を
り
ま
し
た
。
そ
の
も
と
通
り

　
　
　

の
値
裁
と
冲
し
ま
す
の
が
、
厚
さ
二
分
除
り
も
あ
ら
う
か
と
思

　
　
　

は
れ
る
厚
紙
で
出
来
た
折
本
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
女
、
子
供
の

　
　
　

手
な
ど
で
は
持
ち
運
び
も
容
易
で
た
い
と
い
ふ
程
の
シ
・
ｆ
ノ

ｍ

　
　

で
あ
り
書
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　

ま
あ
ざ
っ
と
か
う
い
ふ
大
地
圖
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
す
か

ら
吝
具
で
御
寛
に
な
る
通
り
、
宮
殿
、
楼
閣
、
寺
廟
な
ど
の
大

建
築
物
は
言
は
す
も
が
な
、
市
井
一
介
の
民
家
順
屋
に
至
る
ま

で
最
大
洩
ら
さ
す
、
し
か
も
巧
に
遠
近
法
を
庶
用
し
て
刻
明
に

描
き
査
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
八
こ
の
臨
地
圖
と
い
ふ
ょ
り

も
寧
ろ
鳥
瞰
圖
と
で
も
言
っ
た
方
が
、
相
庶
し
い
鳶
も
む
き
を

具
へ
て
居
り
ま
す
。
仝
蝦
は
１
　
檜
で
あ
り
ま
す
が
、
河
や
池
、

丘
陵
な
ど
に
は
夫
々
青
又
は
褐
色
の
淡
い
色
ど
り
が
施
さ
れ
て

を
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
折
本
毎
冊
の
表
紙
に
は
、
そ
の
一
冊
の

中
に
含
ま
れ
た
重
な
地
臨
、
邸
宅
、
寺
廟
な
ど
の
名
を
標
出
致

し
て
を
り
ま
す
。
例
へ
ば
第
二
排
中
の
一
階
の
表
紙
に
は
「
國

史
館
、
銕
局
、
鐘
楼
」
と
記
し
て
、
こ
の
一
冊
の
中
に
含
ま
れ

た
重
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
示
し
て
を
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
’
（
後
掲

目
録
參
照
）

　

恂
、
狗
圖
房
内
の
地
圖
に
は
絹
に
描
か
れ
た
も
の
が
抄
く
な

い
の
で
、
念
の
た
め
っ
け
加
へ
て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
圖
は
紙

に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

Ξ
、
そ
の
作
ら
れ
穴
年
代

　

さ
て
か
う
５
ふ
ｍ
く
可
き
大
地
圖
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
心
地

-69-



洵

　
　

同
に
は
序
だ
と
か
践
だ
と
か
、
若
し
く
は
年
蓑
、
描
い
た
人
の

　
　
　

姓
名
な
ど
一
切
記
す
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
紛
失
し
た
の
で

　
　
　

は
な
く
て
も
と
く
な
か
っ
た
烏
の
ら
し
く
思
は
れ
ま
す
。
今

　
　
　

の
と
こ
ろ
、
ど
れ
ら
の
こ
と
に
就
い
て
記
し
た
傍
系
史
料
も
見

　
　
　

常
っ
て
を
り
ま
せ
ん
。
然
し
こ
心
地
同
が
、
已
に
標
題
に
掲
げ

　
　
　

て
お
・
き
ま
し
た
通
り
乾
隆
。
詳
し
く
は
こ
れ
か
ら
巾
し
ま
す
通

　
　
　

り
乾
隆
十
五
年
の
頃
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
略
々
疑
０
　

　
　
　

の
な
い
と
こ
ろ
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
年
代

　
　
　

は
私
か
考
へ
だ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
き
に
申
し
ま
し
た
曹

　
　
　

君
が
考
へ
て
、
文
献
特
刊
に
「
清
内
府
職
京
城
仝
凶
年
代
考
」

　
　
　

と
題
し
て
掲
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
説
は
無
記
名

　
　
　

で
あ
り
ま
す
が
、
曹
君
の
説
に
相
違
な
い
こ
と
は
故
宮
文
献
館

　
　
　

の
保
瞭
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
曹
君
の
説
と
い
ふ

　
　
　

の
を
御
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
と
。
。

　
　
　
　

『
こ
の
北
京
圖
の
目
は
、
已
に
乾
隆
二
十
六
年
の
造
辨
吃
奥

　
　
　
　

同
房
輿
周
目
「
薙
同
普
葦
」
と
い
ふ
も
の
ｘ
中
に
見
え
て
ゐ

　
　
　
　

る
。
印
ち
こ
れ
を
以
て
本
北
京
圖
は
乾
隆
初
年
の
も
の
で
あ

　
　
　
　

ら
う
と
い
ふ
大
服
の
見
常
は
っ
く
が
、
更
に
地
圖
中
の
地
名

　
　
　
　

に
就
い
て
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
第
一
、
西
帥
府
胡
同
の
賢

　
　
　
　

良
寺
は
乾
隆
二
十
年
に
冰
邁
胡
同
に
雅
称
し
た
。
然
し
こ
の

　

圖
は
彷
ほ
原
地
に
あ
る
。
第
二
、
長
安
門
外
の
三
座
門
は
乾

　

隆
十
九
年
に
身
建
し
、
抑
山
五
峰
に
亭
が
建
て
ら
れ
た
の
は

　

乾
隆
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
圖
に
は
と
も

　

に
こ
れ
等
の
も
の
が
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
第
三
に
又
、
西
苑

　

の
回
路
寺
は
乾
隆
十
一
年
に
建
て
ら
れ
、
景
山
の
東
う
し
ろ

　

の
所
に
あ
つ
た
壽
皇
殿
は
、
乾
隆
十
三
年
に
景
山
の
虞
う
し

　

ろ
の
所
に
移
建
せ
ら
れ
た
。
此
の
圖
に
は
已
に
閥
扁
寺
も
有

　

り
、
壽
皇
殿
も
亦
景
山
の
貢
う
し
ろ
に
位
置
し
て
ゐ
る
。
よ

　

っ
て
・
以
て
思
ふ
に
、
こ
の
圖
の
檜
修
年
月
が
常
に
乾
隆
十
四

　

五
年
の
間
に
あ
ら
う
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ

　

で
あ
ら
う
。
』

と
。
以
上
曹
君
の
年
代
考
鐙
で
あ
り
ま
す
。

　
　

所
で
森
さ
ん
の
御
注
意
に
よ
り
ま
す
と
、
壽
皇
殿
の
移
廼
は
乾
隆

　

十
四
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
光
緒
會
典
八
六
三
に
。
見

　

え
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
で
十
三
年
と
い
ふ
年
は
何
處
か
ら
出
た
の
か

　

私
ご
賢
君
に
質
し
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
彼
が
會
典
中
の
年

　

銃
を
記
憶
違
ひ
し
て
ゐ
て
書
い
た
こ
と
な
の
だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

私
っ
ら
く
見
て
居
り
ま
す
に
、
曹
君
に
限
ら
す
支
那
の
學
者
先
生

　

と
い
ふ
も
の
は
賞
に
よ
く
色
ん
な
こ
と
を
階
じ
て
ゐ
て
、
た
ち
ど
こ

　

ろ
に
筆
を
執
り
ま
す
が
、
叉
こ
の
種
の
失
敗
斟
く
み
い
も
の
ｙ
i
様
で

-
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ゑ
７
９
ま
す
。

　

そ
こ
で
結
局
、
と
の
圖
の
俯
修
年
月
は
乾
隆
十
五
年
と
い
ふ

ぎ
り
く
の
と
こ
ろ
ま
で
、
つ
き
っ
め
ら
れ
る
様
で
あ
り
ま
す

が
、
然
し
ま
あ
と
れ
だ
け
の
大
き
な
地
圖
の
一
部
分
だ
け
の
こ

と
に
よ
っ
て
断
言
し
て
し
ま
ふ
の
は
穏
か
で
あ
り
ま
す
ま
い
。

或
る
程
度
の
亘
劃
々
々
が
漸
次
完
成
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も

考
へ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
約
こ
の
頃
と

見
て
お
い
た
ら
い
ｘ
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

　

次
に
誰
人
が
こ
の
圖
を
作
っ
・
た
か
に
就
い
て
は
残
念
乍
ら
恂

考
ふ
可
き
な
し
と
曹
君
も
記
し
て
を
り
ま
す
。
今
も
宵
分
ら
な

い
と
は
曹
君
の
話
で
あ
り
ま
す
。
私
も
賓
は
念
の
・
た
め
と
思
ひ

ま
し
て
、
賓
録
共
他
若
干
心
営
り
の
も
の
も
繰
っ
て
見
た
の
で

あ
り
豪
す
が
、
さ
き
に
も
中
し
ま
す
通
り
、
つ
ひ
に
手
掛
り
ら

し
い
も
の
を
も
得
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　

四
、
最
初
の
北
京
地
圖
と
乾
隆

　
　
　
　
　
　
　
　

北
京
地
圖

　
　
　

始
め
’
に
本
圖
は
六
百
五
十
分
の
一
圖
だ
と
曹
君
が
言
つ
て
ゐ

　
　
　

る
旨
】
寸
中
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
も
夭
張
り
今
の
考
説
中

5
3

　
　

に
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

清
宮
史
続
編
（
嘉
慶
年
編
）
奥
圖
目
の
一
項
に
、

　
　

京
城
全
圖
計
五
十
一
１
　
。
紙
本
凡
十
七
排
。
毎
排
縦
約
二

　
　

尺
六
寸
。
分
東
西
中
三
路
。
東
西
横
一
丈
三
尺
。
中
横
一

　
　

丈
六
尺
二
寸
。

と
い
ふ
記
載
か
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
今
こ
き
で
問
題
に
し
て

ゐ
る
地
圖
に
就
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
お

り
ま
す
ま
い
。
横
の
長
さ
は
折
本
を
仝
部
０
　
ろ
げ
て
の
長
さ
で

あ
り
、
尺
は
管
造
尺
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
の
巾
し
上
げ
た
曲

尺
の
寸
法
と
は
較
々
逞
つ
て
を
り
ま
す
。
曹
君
は
こ
の
奥
岡
目

記
載
の
寸
法
と
、
そ
れ
か
ら
清
會
典
の
京
師
城
ほ
。
規
制
に
、

　
　

内
外
城
東
面
共
長
二
千
八
百
七
十
二
丈
三
寸
。
北
面
二
千

　
　

三
百
三
十
二
丈
四
尺
五
寸
。

と
あ
る
も
の
と
を
比
較
し
て
、
こ
の
岡
は
鴬
に
六
百
五
十
分
の

一
朗
だ
と
勘
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
こ
ん
な
手
続
き
に

よ
ら
な
く
と
も
。
今
の
賓
際
の
市
街
面
積
と
地
圖
の
大
き
さ
と

を
比
較
し
て
見
て
も
よ
い
筈
で
あ
り
ま
す
が
、
背
君
の
ひ
つ
ぱ

り
出
し
て
来
て
く
れ
た
文
献
が
嬉
し
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
六

百
五
十
分
の
Ｉ
と
い
ふ
撒
は
私
は
勘
定
し
な
ほ
し
て
見
ま
せ
ん

が
多
分
あ
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
私
の
好
朋
寒
で
京

大
の
大
地
理
學
者
で
あ
る
室
賀
信
夫
君
の
懇
切
な
書
信
を
寄
せ
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532

て
敦
へ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
「
六
百
五
１
　
分
一
の

縮
尺
と
い
ふ
も
の
は
市
街
圖
と
し
て
は
市
街
の
仝
部
揃
っ
て
ゐ

る
と
す
れ
ば
珍
ら
し
く
日
本
は
大
悟
二
千
分
一
位
に
て
五
百
分

一
と
い
ふ
様
な
も
の
も
あ
れ
ど
、
そ
れ
は
極
く
一
部
都
市
計
劃

の
篤
の
圖
の
。
や
う
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
六
百
五
十
分
の
一
に
て

大
市
街
圖
を
作
っ
た
こ
と
は
珍
ら
し
い
こ
と
に
思
は
れ
る
」
と

あ
り
ま
す
。
そ
の
地
圖
面
の
大
が
χ
り
な
こ
と
は
寫
認
で
御
麗

に
な
る
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
流
石
乾
隆
盛
代
の
産
物
だ
と
思

は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
程
の
大
地
圖
を
作
る

の
に
如
何
程
の
困
難
が
あ
る
も
の
か
、
叉
さ
し
て
は
無
い
も
の

か
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
地
圖
の
精
密
度
如
何
と
い
ふ
こ
と
と
も

開
聯
し
て
考
へ
て
見
ね
ば
た
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
せ
う

が
、
竃
は
そ
の
程
の
こ
と
は
一
向
私
に
は
分
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
然
し
考
へ
て
見
ま
す
る
に
、
支
那
の
測
量
事
業
は
こ
れ

よ
り
さ
き
、
康
煕
来
年
の
頃
に
於
い
て
室
前
の
大
成
果
を
収
め

て
を
り
ま
す
。
か
の
大
皇
輿
圖
を
作
り
上
げ
た
技
能
を
以
て
す

れ
ば
、
こ
の
北
京
圖
が
如
何
に
尨
大
で
あ
り
、
又
精
密
で
あ
る

か
ら
と
て
、
そ
れ
は
要
す
る
に
仕
事
の
量
の
問
題
で
あ
っ
て
、

技
術
的
に
は
或
は
さ
し
た
困
難
を
感
ぜ
す
し
て
も
の
し
得
た
も

の
か
と
も
考
へ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
ｘ
で
串
し
上
げ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
に
い
こ
と
は
、
北
京
の
地
圖
は
已
に
早
く
康
煕

年
間
に
Ｉ
た
ん
測
俯
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
言
は
れ
て
を
る

こ
と
に
就
い
て
ｉ
<
あ
り
ま
す
。
後
藤
末
雄
博
士
の
「
支
那
文
化

と
支
那
學
の
起
原
」
の
中
に
次
の
様
に
説
か
れ
た
一
説
が
あ
り

ま
す
。

　

『
康
煕
帝
は
西
欧
科
學
文
明
の
韮
達
に
驚
か
れ
る
と
同
時
に

　

西
欧
學
竹
の
科
學
的
造
詣
や
操
作
の
熟
練
に
感
服
さ
れ
た
の

　

で
あ
っ
た
。
偶
々
君
側
の
耶
蘇
會
士
が
北
京
市
及
び
其
の
近

　

郊
の
地
圖
を
測
成
し
た
。
彼
等
は
支
那
人
の
通
説
を
斥
け
、

　

正
確
な
幾
何
原
理
に
従
っ
て
且
ハ
の
地
形
を
測
量
し
た
の
で
あ

　

っ
た
か
ら
、
皇
帝
は
此
の
地
圖
を
み
そ
な
は
し
、
そ
の
正
確

　

な
こ
と
を
歎
賞
さ
れ
た
。
』

　

か
う
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
例
の
１
　
國
測
量
の
大
事
業
に
着
手

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
洵
に
興

味
深
い
記
述
で
あ
り
ま
す
が
、
然
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
こ
の

北
京
市
及
び
其
の
近
郊
の
地
圖
を
作
っ
た
と
い
ふ
の
が
何
時
頃

の
こ
と
か
、
こ
の
記
述
か
ら
は
判
明
し
ま
せ
ん
。
大
服
こ
の

記
述
の
出
典
は

　

Ｌ
ｅ
　
　
　
Ｐ
.
　
ｄ
ｕ
　
　
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｄ
ｅ

　

の
‘
一
）
ｅ
ｓ
ｃ
ｒ
i
p
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
　
　
ｄ
ｅ

１
　
E
m
p
i
ｒ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
!
ａ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
-

ｈ
ｏ

ｆ
ｅ
ｎ
　
-
j
＾
例
の
　
９
Ｆ
　
心
中
に
ド
ユ
ア
ル
ド
か
ら
取
っ
て
用
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ひ
て
ゐ
る
こ
と
を
先
日
フ
ッ
ク
ス
博
士
に
教
は
り
ま
し
た
。
け

　
　
　

れ
ど
も
矢
張
り
雨
者
共
に
年
代
の
記
述
を
訣
い
て
を
り
ま
す
。

　
　
　

支
那
側
に
は
こ
の
記
述
に
あ
た
る
権
な
記
録
が
今
の
と
こ
ろ
見

　
　
　

営
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
然
し
北
京
市
の

　
　
　

科
學
的
な
地
圖
が
康
煕
時
代
已
に
早
べ
も
作
ら
れ
て
ゐ
た
も
の

　
　
　

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
考
へ
得
ら
れ
る
だ
ら
う
’

　
　
　

と
思
ひ
ま
す
。
政
宮
で
訊
く
と
輿
圖
房
内
‥
に
は
未
だ
深
山
未
整

　
　
　

理
の
地
圖
が
残
っ
て
ゐ
る
と
言
ひ
ま
す
。
或
は
ひ
よ
り
こ
わ
現

　
　
　

物
が
飛
び
出
す
様
な
こ
と
が
無
い
と
も
限
り
ま
す
ま
い
。
現
に

　
　
　

こ
の
考
へ
方
を
力
附
け
る
様
な
地
圖
が
見
出
さ
れ
て
を
り
ま

　
　
　

す
。
と
中
し
ま
す
の
は
、
4
1
　
國
管
造
學
祀
９
栞
第
六
巻
第
二
期

　
　
　

（
民
國
二
十
四
年
十
二
月
）
に
劉
敦
禎
君
が
「
清
皇
城
宮
殿
将
署

　
　
　

圖
年
代
考
」
と
題
し
て
狸
表
し
て
ゐ
ま
す
、
あ
の
清
の
皇
城
圖

　
　
　

と
搦
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
圖
は
現
在
南
遷
ｙ
て

　
　
　

北
京
に
残
っ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
劉
君
の
記
述
と
寫
員
を
に
よ
っ

　
　
　

て
伺
ひ
ま
す
と
、
圖
の
範
園
は
南
、
大
清
門
か
ら
起
っ
て
、
東
、

　
　
　

東
安
門
、
北
、
地
安
門
、
西
、
西
安
門
と
大
服
こ
の
四
門
に
よ

　
　
　

っ
て
劃
さ
れ
る
一
劃
、
所
謂
皇
城
根
一
員
を
包
含
す
る
も
の
で

　
　
　

し
て
、
圖
の
大
き
さ
は
縦
七
尺
八
寸
五
分
の
横
五
尺
九
寸
。
絹

錨

　

本
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
き
さ
は
概
算
し
て
乾
隆
北
京
辿
の
約

五
分
の
一
大
位
の
様
で
あ
り
ま
す
。
宮
殿
、
檜
房
、
家
屋
等
の

一
個
々
々
を
詳
細
に
描
き
出
し
た
手
法
は
殆
ん
ど
乾
隆
圖
と
愛

り
あ
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
・
だ
と
い
ふ
こ
と
が
出

来
ま
す
。
こ
の
圖
の
年
代
を
劉
君
は
考
瞭
し
て
康
煕
代
の
も
の

で
あ
ら
う
と
し
ま
し
た
。
論
鐙
の
仕
方
は
曹
君
の
や
っ
た
様
に

何
代
の
建
物
が
見
え
る
と
か
見
え
な
い
と
か
云
っ
た
式
の
も
の

で
あ
り
産
す
か
ら
、
こ
ｘ
で
は
格
別
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
彙
刊
に
就
い
て
見
て
頂
き
ま
す
。
兎
も
角
劉
君
に
よ
れ
ば

仮
令
一
部
分
に
せ
よ
、
康
煕
時
代
に
早
や
斯
の
如
く
立
派
な
北

京
市
街
圖
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
然
し
こ
れ
を
以
て

ド
ユ
ア
ル
ド
の
傅
へ
る
と
こ
ろ
の
北
京
市
街
圖
の
一
部
分
で
あ

る
な
ど
土
日
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
外
人
宣
教
師
の
手
に
な

っ
た
最
初
の
北
京
市
街
圖
が
こ
れ
程
の
ス
ケ
イ
ル
と
支
那
臭
さ

と
を
有
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
曹
君
の
語
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
少
々
年
代
を
引
き
下
げ
て
雍
正
の
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
さ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
管
い

け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
然
し
乍
ら
、
か
く
程
の
圖
を
作
り

得
た
素
地
を
考
へ
て
見
ま
す
と
、
考
へ
は
自
づ
と
ド
ユ
ア
ル
ド

の
北
京
圖
に
及
び
は
し
た
い
で
せ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
圖
の
存

在
は
、
ド
ユ
ア
ル
ド
の
北
京
圖
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
の
に
、
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お

　
　

何
や
ら
一
歩
の
近
づ
き
を
奥
へ
た
も
の
Ｘ
様
に
思
は
れ
る
の
で

　
　
　

あ
り
ま
す
。
皇
宮
岡
と
乾
隆
圖
と
の
開
係
に
至
っ
て
は
最
早
や

　
　
　

贅
言
を
費
す
必
要
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
皇
宮
圖
の
規
模
が
更
に

　
　
　

捷
大
し
て
乾
隆
岡
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
兄
し
て
首

　
　
　

肯
し
得
ら
れ
ま
す
。
御
存
じ
の
如
く
、
乾
隆
帝
の
事
業
に
は
、

　
　
　

康
煕
帝
の
そ
れ
を
模
倣
披
大
し
た
あ
と
が
到
る
と
こ
ろ
に
兄
受

　
　
　

け
ら
れ
ま
す
。
ド
ユ
ア
ル
ド
の
圖
か
ら
皇
宮
圖
、
そ
れ
か
ら
更

　
　
　

に
乾
隆
圖
と
辿
っ
て
見
ま
す
と
、
こ
ｘ
に
も
ま
こ
と
に
好
い
そ

　
　
　

の
一
例
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
０
　
ま
す
。

　
　
　
　

五
、
乾
隆
北
京
地
圖
と
同
治
北
京

　

丿

　
　
　
　
　
　

地
圖
、
其
の
他

　

以
上
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
し
て
、
結
局
現
存
物
中

最
古
の
し
か
も
最
大
の
北
京
地
圖
は
、
こ
の
乾
隆
圖
た
と
い
ふ

わ
け
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
法
外
に
尨
大
な
地
圖

が
巣
し
て
幾
何
程
度
に
ま
で
竃
用
性
を
具
へ
た
も
の
か
、
た
ゞ

乾
隆
帝
の
趣
味
と
い
ふ
程
の
こ
と
で
出
来
た
も
の
か
、
そ
の
程

の
こ
と
は
、
今
私
に
は
分
別
致
し
粂
ね
ま
す
。
然
し
こ
れ
が
現

在
史
料
と
し
て
の
價
値
に
就
い
て
は
、
已
に
前
述
曹
君
な
ど
が

着
々
と
研
究
を
進
め
て
、
そ
の
甚
だ
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
居
り
ま
す
。
序
に
こ
ｘ
に
御
紹
介
申
し
て
お
き

ま
す
と
、
曹
君
の
研
究
は
「
北
京
城
坊
考
」
と
題
し
て
堆
い
原

鴎
が
出
来
て
を
り
ま
す
。
・
賢
君
推
敲
の
上
は
何
れ
何
と
か
し
て

世
に
出
る
様
に
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
を
り
ま
す
。

　

乾
隆
則
は
同
治
に
至
っ
て
改
訂
が
加
へ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
結
論
を
き
き
に
巾
し
上
げ
る
こ
と
に
た
り
ま
し
た
が
、
賓
は

故
宮
の
中
に
、
も
・
り
一
本
乾
隆
圖
と
同
大
同
様
の
地
則
か
お
り

ま
し
て
、
こ
れ
を
、
や
は
り
曹
君
が
考
へ
て
乾
隆
圖
を
同
治
の

と
き
に
改
訂
し
た
も
の
だ
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
乾

隆
圖
と
全
く
同
一
寸
法
、
同
一
描
法
に
成
っ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
た
ヾ
乾
隆
岡
の
折
本
に
對
し
て
こ
れ
は
寄
子
仕
立
て
に

な
っ
て
を
り
ま
す
。
紙
を
用
ひ
て
ゐ
る
鮎
は
同
じ
で
あ
り
ま

す
。
乾
隆
圖
の
一
冊
が
一
寄
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
を
り
ま
す
が

ら
ご

も
の
が
あ
っ
て
現
在
は
三
十
七
寄
し
か
芦
っ
て
を
り
ま
せ
ん
。

序
も
何
も
な
い
こ
と
は
乾
隆
圖
と
全
く
同
じ
で
あ
心
ま
す
が
、

た
ゞ
と
こ
ろ
ぐ
邸
宅
が
愛
っ
た
り
胡
同
が
愛
っ
た
り
４
　
て
を

り
ま
す
。
こ
の
愛
っ
た
跡
を
考
へ
て
曹
君
は
同
治
だ
と
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
先
頃
曹
君
の
後
輩
で
あ
‘
る
軍
士
元
君
が
、
輔
仁

學
誌
第
七
寄
第
一
二
期
胱
に
「
恭
王
府
沿
革
考
略
」
と
い
ふ
も
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の
を
書
き
、
こ
の
中
に
本
圃
の
部
分
客
員
一
葉
を
挿
入
し
て
、

　
　
　

同
元
間
の
圃
だ
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
最
近

　
　
　

ま
で
曹
君
の
「
光
緒
で
は
な
い
」
と
い
ふ
考
へ
が
出
来
上
ら
な

　
　
　

か
っ
た
の
で
、
芦
君
の
奮
考
の
佻
か
く
は
穏
明
し
て
４
ｉ
Ｓ
た
の

　
　
　

だ
と
輦
君
も
語
っ
て
を
り
ま
し
た
。
私
は
曹
君
に
、
同
治
だ
と

　
　
　

い
ふ
理
財
を
質
し
て
見
ま
し
た
が
、
一
向
曖
昧
で
要
領
を
得
ま

　
　
　

せ
ん
で
し
た
。
然
し
同
君
の
「
同
治
北
京
圖
考
」
は
不
日
狸
表

　
　
　

の
約
束
に
な
っ
て
を
り
ま
す
か
ら
、
暫
く
お
待
ち
願
っ
て
詳
し

　
　
　

く
は
そ
れ
に
就
ふ
て
見
で
頂
く
こ
と
よ

　
　
　
　

以
上
で
乾
隆
北
京
圃
の
御
紹
介
を
終
り
ま
し
た
が
、
恂
一
つ

　
　
　

附
け
加
へ
て
申
し
て
鳶
き
度
い
こ
と
は
、
故
宮
出
版
の
「
清
内

　
　
　

務
府
造
辨
處
狗
岡
房
岡
目
」
の
「
都
城
宮
苑
」
の
項
に
見
え
る

　
　
　

二
三
の
地
岡
に
就
い
て
ゞ
あ
り
ま
す
。
ま
づ
こ
の
項
第
一
、
に
京

　
　
　

城
全
岡
二
扮
と
あ
が
っ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
今
迄
申
し
上
げ
て

　
　
　

き
ま
し
た
乾
隆
圖
と
同
治
圃
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
更

　
　
　

中
し
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
次
に
「
北
京
城
圖

　
　
　

一
幅
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
が
っ
で
を
り
ま
す
。
こ
れ
は
清
宮
史

　
　
　

続
編
輿
回
目
に
も
見
え
て
ゐ
る
の
で
、
賓
は
私
は
最
初
、
こ
れ

５

　
　

ぞ
或
は
所
謂
康
煕
岡
と
も
碍
し
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
胸

Ｓ

　

躍
ら
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
ゝ

　

一
見
致
し
ま
す
に
ゝ
北
京
圖
と

は
以
て
の
他
、
賓
ぽ
山
東
か
ら
山
。
西
の
方
面
ま
で
ぢ
含
ん
だ
、

ま
あ
河
北
岡
と
も
云
ふ
可
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
北
京
は
五

分
四
方
位
の
四
角
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
一
寸
失
望
致
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
檀
い
て
次
に
二
つ
見
え
る
「
京
城
閥
式
一
幅
」

或
は
「
北
京
城
閥
一
幅
」
な
な
ど
ｘ
い
ふ
も
の
も
、
ま
こ
と
に

っ
ま
ら
ぬ
地
閥
で
、
殆
ん
ど
珀
し
上
げ
る
程
の
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
か
ら
「
乾
清
門
至
大
和
門
閥
一
幅
≒
午
門
至
天
安

門
閥
一
幅
」
「
天
安
門
至
大
清
門
岡
一
幅
」
。
こ
の
一
三
幅
も
一
向

に
パ
ッ
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
そ
の
あ
と
の
「
景

山
岡
一
幅
」
「
北
海
岡
一
幅
」
「
中
浪
岡
一
幅
」
「
南
海
岡
一
幅
」

こ
の
四
幅
は
何
れ
も
相
営
見
条
え
の
す
る
古
地
岡
で
あ
り
ま
。

す
。
景
山
岡
が
同
治
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
他
は
例
に
よ
っ
て

何
時
頃
０
も
の
か
も
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
を
り
ま
せ
ん
が
、

何
れ
政
宮
工
作
人
諸
君
に
よ
っ
て
詳
し
く
考
へ
ら
れ
る
筈
に
な

っ
て
を
り
ま
す
。
さ
き
の
三
幅
は
パ
ッ
と
し
な
い
、
の
ち
０
　
四

幅
は
相
宿
パ
ッ
と
す
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
然
し
パ
ッ
と
す
る

し
た
い
に
拘
は
ら
す
、
こ
れ
ら
の
岡
が
乾
隆
岡
と
同
一
様
式
の

も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
Ｉ
ん

ゞ
こ
れ
等
の
岡
が
極
く
部
分
的
の
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い

ふ
相
違
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
兎
も
角
、
北
京
岡
の
一
部
と
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ぶ

　
　

し
て
御
紹
介
だ
け
は
し
て
お
い
て
い
ｘ
か
と
存
じ
ま
す
。
「
南
海

　
　
　

圖
」
以
下
に
あ
が
っ
て
ゐ
る
も
の
は
未
だ
見
て
を
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

以
上
乾
隆
圖
に
つ
き
、
少
々
そ
の
枝
葉
の
様
な
も
の
を
も
含

　
　
　

め
て
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
問
題
は
こ
れ
を
Ｉ

　
　
　

個
の
北
京
地
圖
史
、
大
き
く
は
支
那
地
圖
史
と
も
栃
す
可
き
も

　
　
　

の
Ｘ
中
に
於
て
見
て
こ
そ
又
格
別
の
意
義
も
興
味
も
見
出
さ
れ

　
　
　

る
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
然
し
そ
れ
は
今
私
の
よ
く
す
る
と
こ

　
　
　

ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幸
ひ
御
列
席
の
森
先
輩
は
官
撰
私
撰
の

　
　
　

北
京
地
圖
に
つ
き
殊
の
他
豊
富
な
Ｊ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
鳶

　
　
　

い
で
に
な
り
ま
す
、
識
見
亦
他
の
及
ぶ
と
こ
‘
ろ
で
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

私
が
こ
の
様
な
も
の
に
興
味
を
有
ち
ま
し
た
の
も
、
資
は
度
々

　
　
　

森
先
輩
の
Ｊ
レ
ク
シ
ヨ
″
を
見
せ
て
頂
い
て
ゐ
る
中
に
、
つ
い

　
　
　

感
染
し
て
し
ま
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
】
佃
系
統
あ
る
北

　
　
　

京
地
圖
史
に
就
い
て
は
更
め
て
森
先
輩
の
卓
見
・
を
拝
聴
し
た
い

　
　
　

も
の
と
存
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
昭
和
十
四
・
四
・
六
。
於
北
京
學
會
講
演
）

附
。
乾
隆
北
京
仝
圖
目
録

　
　

乾
隆
北
京
全
圖
目
録

　
　
　
　

数
字
は
排
敷
を
、
束
・
中
・
西
と
あ
る
は
夫
々

　
　
　
　

（

東
路
景
、
中
路
珊
等
の
意
な
る
を
示
す
。

　

）

１

束中西

２

東中西

３
東

　

中

　

西

４
束

　

中

　

酉

５
東

　

中西
６

束

経
史
館

安
定
門
、
賓
泉
局
西
廠
、
抽
花
寺
、
徳
勝
門

積
水
潭

栢
林
寺
、
理
郡
王
府
、
履
親
王
府
、
多
羅
貝
勒
允
祁

國
史
監
、
錆
局
、
鐘
楼

囚
山
貝
子
弘
景
、
砲
局
、
輔
國
公
弘
眼
、
崇
玄
観
、

貝
勒
球
琳

束
直
門
、
北
新
倉
、
賓
鏡
局

大
興
９
　
、
順
天
府
、
鼓
楼

護
國
寺
、
恂
郡
王
府
、
多
羅
貝
勒
弘
明
、
西
直
門

和
親
王
府
、
興
平
倉

愉
郡
王
府
、
地
安
門
、
宛
干
瓢
、
和
敬
固
倫
公
主
府
、

顧
佑
宮
、
多
羅
貝
勒
裴
蘇
、
順
天
府
儒
學

荘
親
王
府
、
護
國
寺
、
果
親
王
府
、
９
　
郡
王
府

宿
新
倉
、
富
新
倉
、
奮
泰
倉

織
染
局
、
咸
親
王
府
、
弘
仁
寺
、
簾
子
庫
、
花
砲
作
、

叢
壇
、
吉
安
寺
、
同
禰
寺
、
大
西
天

荘
親
王
府
、
輔
國
公
九
如

東
作
廠
錆
局
、
南
作
廠
錘
局
、
恰
親
王
府
、
岡
山
貝

子
、
弘
朧
、
朝
腸
門
、
恒
親
王
府

-－76



お7

　

中

　

隆
扁
寺
、
崇
竺
寺
、
景
山
、
漢
経
廠
、
永
安
寺

　

西
帝
王
廟
、
妙
庶
寺
、
阜
成
門

ア
束

　

泰
平
倉

　

中

　

乾
清
宮
、
光
明
殿

　

西

　

康
親
王
府
、
貝
勒
永
興
、
順
承
郡
王
府
、
輔
國
公
興

　
　
　

寧
、
輔
國
公
弘
腕

８
東

　

祗
米
倉

　

中

　

大
和
殿
、
光
緑
寺

　

酉

　

輔
國
公
恒
魯

９
東

　

寧
郡
王
府
、
輔
國
公
如
松
、
賓
源
鏝
局

　

中

　

祀
硬
壇
、
漉
豪
、
賢
良
寺
、
太
廟
、
皇
史
宸
、
信
郡

　
　
　

王
府

　

西

　

簡
親
王
府

1
0
東

　

貢
院

　

中

　

裕
親
王
府
、
翰
林
院
、
鸞
駕
庫
、
昭
忠
祠
、
顧
親
王

　
　
　

府

　

酉

　

平
郡
王
府
、
輔
國
公
斗
保
、
輔
國
公
成
保
、
輔
國
公

　
　
　

伊
爾
登

1
1
東

　

崇
文
門
、
泡
子
河
、
東
便
門

　

中

　

大
清
門
、
正
陽
門
、
輔
國
公
盛
昌

西
12

東中西

13

東中酉

14

束中西
15

東中西
IS

東中西
17
東中西

両
便
門
、
宣
武
門
、
象
房

税
課
司

琉
璃
廠

銕
藍
旗
畳
房

廣
渠
門

精
忠
廟
、
金
魚
池

善
國
寺

正
藍
旗
骨
房

天
橋

廣
察
門
、
報
國
寺
、
法
源
寺

萬
柳
塘

大
享
殿

法
源
寺

正
藍
旗
新
管
房

入
壇
、
先
農
壇

弘
仁
萬
壽
宮

左
安
門

祁
祇
壇
、
永
定
門

右
安
門
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