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華
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『宮
中
指
案
旋
正
朝
奏
抱
』
す
な
わ
ち

『
抗
措
正
獄
批
稔
旨
』
(
乾
隆
三
年
刊
)

の
史
料
的
債
値
に
つ
い
て
は
宮
崎
博
士
の
「
潅
正
株
批
論
旨
解
題
ー
そ
の
史
料

的
債
値
|
」
(
東
洋
史
研
究

一
五
、
四
・
『
宮
崎
市
定
ア
ジ
ア
史
論
考
』
下
位
句
、

所
枚
〉
な
る
明
快
な
論
文
が
あ
る
。
未
刊
の

『薙
正
妹
批
稔
旨
』
に
つ
い
て

は
、
曾
て
私
は

「『薙
正
妹
批
稔
旨
』
の
原
文
書
に
つ
い
て
」
(
東
洋
皐
報
五

七
、
一
・
二
合
併
競
・

『
中
園
史
研
究
』
第
三
、
所
牧
〉
と
い
う
論
文
で
、
未

刊
の

『薙
正
隊
批
議
旨』

の
史
料
的
傾
値
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

未
刊
の
『
務
正
株
批
議
旨
』
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
清
朝
研
究
者
の
費
し
く

待
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
が
、
今
回
い
よ
い
よ
刊
行
の
運
び
と
な
り
、

民
園

六
十
六
年
十
一
月

三

九
七
七
年
〉
第
一
輯
が
刊
行
さ
れ
、
十
二
月
に
は
第
二

輯
が
上
梓
さ
れ
た
。
引
績
き
抽
出
々
と
印
刷
に
付
し
、
三
十
輯
を
以
て
完
了
す
る

強
定
で
め
る
と
い
う
。
淘
に
同
学
界
の
た
め
鹿
賀
に
堪
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

未
刊
の
部
の
若
干
は
す
で
に

『
文
献
叢
編
』
・
『
史
料
旬
刊
』
・

『
故
宮
文
献
』
・

『
閥
於
江
寧
織
造
前
日
家
梢
案
史
料
』
な
ど
に
設
表
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は

極
め
て
僅
少
で
あ
る。

現
在
監
北
の
図
立
故
宮
博
物
院
に
は

こ
蔦
三
千
徐
件

(
約
一
千
名
の
も
の
)
の
奏
摺
を
磁
し
て
い
る
。
乾
隆
三
年
に
上
梓
さ
れ
た
も

の
は
約
七
千
件
(
二
百
三
十
二
名
)
で
あ
る
か
ら
、
約

一
高
六
千
件
が
未
だ
印

行
さ
れ
ず
に
い
た
わ
け
で
あ
る
。
今
回
は
諾
安
摺
お
よ
び
重
録
複
本
を
除
き
、

す
で
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
も
併
せ
て
二
高
一
千
件
を
三
十
輯
と
し
て
印
刷
に
付

す
る
橡
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
第
一

・
二
輯
に
は
重
鍛
複
本
は
印
刷
さ
れ
て

い
る
が
、

第
三
輯
以
後
は
省
略
す
る
由
〉
各
冊
十
六
関
本
、
九
百
頁
を
超
過

す
る
大
冊
で
、

最
初
に
目
録
が
あ
る
。
目
録
に
は
奏
摺
を
上
っ
た
年
月
日
、

官

職
名
、
人
名
、

奏
摺
の
内
容
を
示
す
題
目
が
順
次
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
乾
隆

三
年
既
刊
の
も
の
は
そ
の
原
函
冊
数
を
示
し
て
い
る
。

奏
摺
は
二
段
に
組
ま

れ
、
年
代
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る。

た
だ
年
が
あ
っ

て
月
が
な
く
、
月
あ
っ

て

日
附
の
な
い
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
該
年
月
の
後
に
お
か
れ
て
い
る
。
今
回
の
奏
摺

の
特
色
は
、

乾
隆
三
年
の
刊
本
が
奏
摺
、
珠
批
と
も
に
か
な
り
潤
飾
が
加
え
ら

れ
、
ま
た
奏
摺
の
中
に
は
文
章
が
削
減
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
機
密

に
属
す
る
も
の
は
全
部
省
略
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
に
反
し
、
前
述
の
二
高

一
千

徐
件
の
奏
摺
妹
批
が
す
べ
て
原
文
書
の
ま
ま
潟
員
に
撮
影
さ
れ
、
し
か
も
奏
摺

は
銀
色
、
珠
批
は
朱
色
を
も
っ
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
正
帝
の

達
筆
の
草
書
鐙
の
珠
批
は
、
偉
大
な
濁
裁
君
主
の
風
格
を
そ
の
ま
ま
現
わ
し
て

い
る
。
た
だ
か
な
り
縮
小
し
て
印
刷
さ
れ
た
た
め
、
判
認
し
難
い
所
が
あ
る
の

は
残
念
に
思
わ
れ
る
。

奏
摺
は
臣
僚
の
天
子
へ
の
親
展
状
で
あ
る
か
ら
、
上
奏
者
自
身
が
書
く
の
が

建
前
で
あ
る
が
、

文
字
を
識
ら
ぬ
武
官
等
も
あ
り
、
幕
友
が
代
筆
し
た
こ
と
は

公
然
の
秘
密
で
あ
る
。

し
か
し
極
秘
に
属
す
る
も
の
は
、
己
む
を
え
な
い
特
殊

の
場
合
を
除
き
、
上
奏
者
自
身
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
文
鋭
の

多
数
の
奏
沼
の
中
に
は
っ
た
な
い
文
字
で
認
め
た
若
干
の
奏
摺
が
あ
る
が
、
あ

る
い
は
田
文
鋭
自
身
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
難
正
珠
批
議

出回
』
の
中
に
は
上
奏
者
自
身
が
自
ら
奏
摺
を

認
め
た
と
書
い
て
い
る
者
も
い

る
。
今
回
の
新
版
書
に
は
清
代
官
僚
の
筆
蹟
を
か
な
り
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る。

な
お
今
回
の
新
版
書
で
は
銀
頭
が
か
な
り
、

み
だ
れ
て
い
る
こ
と
も

一
つ
の

。，u
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特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
(第
一
綿
十
四

・
十
五
頁
参
照
)
箆
頭
を
謀
る
と
、

科
畑中
で
は
合
格
は
不
可
能
で
あ
り
、

官
僚
は
朔
劾
を
免
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
梁
正
帝
は
、
上
意
下
達
を
ス
ム
ー
ズ
に
し、

濁
裁
縫
を
確
立
す
る

た
め
に
い
わ
ゆ
る
奏
間
政
治
を
行
な
っ
た
。
文
官
な
ら
ば
知
府
以
上
、

武
官
な

ら
ば
総
兵
{目
以
上
の
者
に
針
し
て
、

奏棚田を一
上
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
さ
き

に
溺
れ
た
よ
う
に
武
官
に
は
文
字
を
知
ら
ぬ
者
も
あ
り
、
薙
正
帝
は
奏
憎
の
形

式
に
つ
い
て
は
、
寛
容
で
あ
っ

た
。
公
文
書
で
あ
れ
ば
問
題
に
さ
れ
る
が
、
奏

抱
は
全
く
臣
僚
の
天
子
へ
の
私
信
に
胤
す
る
も
の
で
あ
り、

形
式
よ
り
も
内
容

の
如
何
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
李
術
な
ど
も
奏
躍
に
は
雄
頭
の
形
式
を
謀

り
、
権
正
帝
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
叱
貨
を
蒙
る
よ
う
な
こ
と

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
三
年
の
刊
本
で
は
、
純
一
政
の
繰
り
は
全
部
訂
正

さ
れ
て
い
る。

次
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

臣
僚
の
奏
摺
に
封
し
て
昨
唯
一
止
帝
が
そ
の
文
字
を

朱
筆
を
も
っ
て
改
め
、
あ
る
い
は
絵
抹
し
た
所
も
、
そ
の
ま
ま
印
刷
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
塗
抹
し
た

筒
庭
は
乾
隆
三
年
刊
行
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
の
塗
抹
し
た
部
分
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
資
料
が
あ
る
こ
と
は、

前
記

の
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(郡斑
正
帝
の
信
頼
の
篤
か
っ
た
高
其
停

が
純
正
帝
の
信
頼
を
失
っ

た
年
代
の
考
定
)

な
お
今
回
の
新
版
書
の
大
き
な
特
色
は
、
乾
隆
三
年
の
際
に
は
、
首
時
の
政

治
的
情
勢
か
ら
、

省
附
し
て
印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
、
印
刷
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
『
薙
正
体
批
論
旨
』
は
、
こ
れ
ま
で
己
銀
、
未
録
、
不
鍛
の
三

種
に
分
れ
て
い
た
。
己
鍛
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
乾
隆
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
、
未
鍛
と
は
出
版
す
る
た
め
潤
飾
を
加
え
、

階
書
で
清
書
し
な
が
ら
、

未
だ

印
刷
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
不
鍛
と
は
蛍
時
の
政
状
か
ら
、
政
治
に
微

妙
な
影
響
を
輿
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

天
子
に
伺
い
を
立
て
た
結
果
、
出
版

し
な
い
こ
と
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
妥
北
の
故
宮
博
物
院
所
蔵
の
不

録
の
奏
摺
に
は
、
そ
の
理
由
が
紙
片
に
書
い
て
奏
摺
に
貼
附
さ
れ
て
い
る。

こ

れ
ら
の
不
鍛
の
奏
摺
も
今
回
は
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
、
そ
の

紙
片
の
文
字
は
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
蛍
時
の
政
治
情
勢
を
知
る

上
に
お
い
て
、
重
要
な
手
掛
り
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
こ
の
貼
が
惜
し

ま
れ
る
。
因
み
に
文
献
叢
編
に
は
こ
の
紙
片
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

次
に
新
版
書
の
特
色
は
、
満
洲
出
身
の
臣
僚
の
漢
文
奏
摺
に
針
し
て
、
間
々

漉
正
一怖
は
尚
洲
文
字
を
も
っ
て
珠
批
を
興
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
湖

文
の
漢
謬
を
附
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
満
洲
文
を
解
せ
ぬ
研
究
者
に
は
便
利

で
あ
る。

な
お
新
版
書
に
つ

い
て
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
詩
安
宿
が
一
律
に
削
除
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
諮
安
閣
と
は
天
子
に
射
し
て
御
機
嫌
を
伺
う

奏
摺
で
、

「
請
翠
安
」
と
い
う
僅
か
三
文
字
の
書
か
れ
た
奏
摺
で
あ
る
。
こ
れ

に
針
し
て
薙
正
帝
は

「
朕
安
」

と
い
う
僅
か
二
字
の
妹
批
を
書
い
て
返
す
の
が

普
通
で
あ
る
。
も
っ

と
も
難
正
帝
が
そ
の
臣
僚
に
針
し
て
注
意
し
た
い
こ
と
、

あ
る
い
は
前
回
そ
の
臣
僚
の
奏
摺
に
針
し
て
書
き
忘
れ
た
こ
と
を
追
加
し
て
書

く
場
合
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
特
別
な
場
合
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
孫
正
帝
は
特
に
闘
心
の
深
い
者
に
針
し
て
は
特
別
に
優
渥
な
言
葉

を
加
え
る
。
例
え
ば
一服
建
水
師
提
借
王
郡
の
請
安
摺
に
針
し
て
は、

薙
正
帝
は

常
に
「
惚
好
俊
」

と
か
、
新
年
で
あ
れ
ば

「
新
春
大
穂
」

と
か
い
っ
た
言
葉
を

加
え
て
い
る
。
豆
郡
は
文
字
を
識
ら
な
い
武
将
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
人

柄
が
薙
正
帝
の
気
に
入
っ
た
貼
も
あ
る
が
、
王
郡
が
水
師
提
督
と
い
う
、
特
別

重
要
な
官
職
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
落
正
帝
が
特
に
王
郡
を
愛
顧
し
た
理
由
で
あ

る
よ
う
で
あ
る。

そ
れ
は
、
こ
の
頃
は
、
い
わ
ゆ
る
倭
冠
な
ど
の
活
動
の
時
代

か
ら
程
遠
か
ら
ず
、
ま
た
洋
資
の
活
躍
も
な
か
な
か
盛
ん
で
、
海
防
は
重
要
な

q
L
 。，

u
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関
心
事
の
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
海
防
に
熟
し
た
海
軍
軍
人
は
甚
だ
得
難
く
、

難
正
帝
は
そ
の
人
選
に
苦
心
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る

と
、
請
安
摺
の
う
ち
に
は
、
難
正
帝
の
人
と
な
り
や
、

蛍
時
の
図
械
を
考
え
る

上
に
お
い
て
、

重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。

こ
の
こ
と
は
江
寧
織
造
曹
煩
等
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

第
こ
に
は
奏
摺
を
撮
影
し
た
時
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
が
、
奏
摺
の
最
後
に
あ

る
僅
か
の
文
字
が
脱
落
し
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
時
に
は

編
者
が
補
筆
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
そ
れ
は
字
佳
で
す
ぐ
分
る
が
、
補
っ
て

い
な
い
筒
所
も
あ
る
。

(
第
二
締
五
三
三
頁
下
段
六
行
に
は
旨
の
字
を
脱
落
し

て
い
る
。
〉

第
三
に
は
、
乾
降
三
年
刊
本
に
は
あ
る
が
、
本
書
に
は
依
け
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
例
え
ば
、
既
刊
石
印
本
二
九
怖
に
含
ま
れ
る
回
文
鏡
の
奏
摺
で
あ
る
。

難
正
二
年
四
月
初
六
日
「
河
南
布
政
使
田
文
鋭
、
奏
居
周
縁
事
陳
明
仰
新
容
緊

事
」
、
同
日
「
河
南
布
政
使
田
文
鏡
、
奏
恒
周
欽
奉
上
議
嬢
事
奏
聞
事
」
の
二
件

は
本
書
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た

『
文
献
叢
編
』
「
岳
鍾
瑛
奏
摺
」

に
惜
別
載
さ
れ
て
い
る
が
、

本
書
に
依
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
難
正
元
年
十
一

月
十
八
日
「
四
川
提
督
岳
鍾
瑛
奏
報
剃
過
爾
根
台
吉
逆
番
縁
由
摺
」
も
見
ら
れ

:
、
。

中
十
H
B
L
V女

に
北
京
故
宮
博
物
院
明
清
檎
案
部
編
『
閥
於
江
寧
織
遁
曹
家
機
案
史
料
』

に
も
三
十
一

位
制
の
難
正
奏
摺
を
含
む
。

そ
の
う
ち
瀬
文
か
ら
翻
課
し
た
も
の
は

十
九
篇
あ
る
。
こ
れ
ら
は
勿
論
、
新
版
書
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

漢
文
奏
摺

の
う
ち
三
篇
は
難
正
二
年
正
月
初
七
日
、
四
月
初
四
日
、
五
月
初
六
日
の
も
の

で
、
新
版
書
に
も
こ
れ
に
釘
臆
す
る
も
の
が
す
で
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
比
較
す
る
と
題
目
は
梢
々
異
っ
て
い
る
が
、
同
事
件
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
新
版
蓄
の
も
の
は
い
ず
れ
も
潤
飾
を
経
た
後
の
も
の
で
、
文

章
も
雅
で
あ
り
、
達
意
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
奏
摺
妹
批
と
も
に
き
ち
ん
と
し

た
措
書
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
そ
れ
は
す
ぐ
剣
明
す
る
。

こ
れ
に
反

し
て
描
出
家
指
案
史
料
の
も
の
は
、

活
字
で
し
か
も
箆
頭
も
せ
ず
印
刷
さ
れ
て
い

る
が
、

原
文
書
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は、

前
者
と
そ
の
文
章
内
容
を
比

較
す
れ
ば
、
自
ら
明
白
で
あ
る
。

因
み
に
四
月
四
日
の
原
文
書
の
人
名
物
林
迷

は
、
新
版
警
で
は
烏
林
達
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
翠
北
故
宮

博
物
院
の
江
市等
級
迩
習
矧
の
奏
摺
は
澗
飾
を
加
え
た
も
の
で
、
原
文
書
は
北
京

に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た

『
史
料
旬
刊
』
に
も
「
薙
正
安
南
勘
界
案
」
・
「
李
梅
等
散
怖
僑
劉
」
・

「
許
英
賢
資
契
案
」

・
「
羅
教
案
」
等
等
に
関
す
る
務
正
時
代
の
奏
摺
を
か
な
り
多

く
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
潤
飾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(重
鍛
複

本
)
し
か
し
乾
隆
三
年
の
刊
本
に
は
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た

『
史
料

旬
刊
』

の
奏
摺
に
は
薙
正
二
年
七
月
ま
で
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、

今
回
の
新
版
書

(
第
二
輯
は
薙
正
二
年
七
月
ま
で
の
も
の
を
含
む
)
と
比
較
徐

討
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
従
っ

て
現
在
の
と
こ
ろ
、
新
版

昔
一
回
に
は
原
文
窪
田と
重
鍛
複
本
の
棚
見
方
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か

一
方

だ
け
し
か
存
し
な
い
か
、
そ
れ
と
も
雨
方
と
も
存
し
な
い
か
は
、

全
各
少
な
く

と
も
数
谷
が
出
版
さ
れ
な
い
と
、
何
と
も
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

『
宮
中
指
薙
正
朝
奏
摺
』
は
今
次
の
戦
争
中
、
北
京
か
ら
鵠
々
と
中
圏
各
地
を

移
動
し
、
つ
い
に
憂
湾
の
整
中
に
、
そ
れ
か
ら
現
在
の
泰
一北
に
運
ば
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
本
書
脱
落
の
も
の
若
干
は
、
そ
の
原
文
書
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

そ
の
紗
本
が
北
京
に
残
存
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、

若
干
の
も
の
は
移
動
中
散
侠
し
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
今
回
の

編
輯
中
、
他
の
箇
所
に
紛
れ
こ
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
撃
理
中
、
た
ば
ね

ら
れ
た
奏
摺
を
不
用
意
に
ば
ら
し
、
年
代
の
書
い
て
な
い
も
の
は
、
そ
の
年
代

内
ぺ

υ。，“
唱

A
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が
全
く
分
ら
な
く
な
っ
た
も
の
も
若
干
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
『
宮
中
指
難
正
朝
奏
摺
』
は
同
一
の
奏
拍
で
も
『
文
献
叢
編
』
と
今
回

の
新
版
害
で
は
目
次
の
題
目
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

『
文

献
毅
一侃
』

「
清
難
正
朝
関
税
史
料
」
不
鍛
奏
摺
中
の
凝
正
元
年
十
二
月
十
二
日

「
江
西
巡
撫
袈
俸
度
奏
報
修
造
九
江
開
審
摺
」
は
、
新
版
番
第
二
輯
一
五
一
頁

に
は
、
薙
正
元
年
十
二
月
十
二
日

「
江
西
巡
搬
出
正
待
度
奏
隙
品
目
商
移
閥
抱
」
と

な
り
、
倉
卒
に
考
え
る
と
、
全
く
別
簡
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
内
容
は
全

く
同
じ
で
、
一
字
一
句
も
縫
っ
た
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い。

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
新
刊
『
宮
中
指
潅
正
朝
奏
摺
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、

併
せ
て
乾
隆
三
年
の
沓
版
、
『
文
献
叢
編
』
そ
の
他
に
掲
載
の
も
の
と
の
相
違

に
つ
い
て
述
べ
、
若
干
の
誤
謬
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
夜
道
で
あ

り、

本
書
の
出
版
が
皐
界
に
問
問
え
る
貢
献
に
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
木
書
の

利
用
に
よ
り
、
清
朝
史
の
研
究
は
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
さ
げ
ら
れ
、
大
き
な
進

展
を
期
待
し
う
る
も
の
と
思
う
。

た
だ
先
き
に
述
べ
た
如
く
、

本
書
に
は
若
干

の
飲
落
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
将
来
初
治
と
し
て
繍
補
さ
れ
る
こ
と
を
笠
ん
で
や

ま
な
い
。

な
お
最
後
に
、

奏
摺
の
原
文
書
を
見
ょ
う
と
さ
れ
る
方
の
た
め
、
興
味
深
い

一
つ
の
事
貨
を
記
し
て
お
き
た
い
。

薙
正
帝
は
毎
日
夜
お
そ
く
ま
で
、
数
十
通

の
奏
摺
を
披
覚
し
て
依
批
を
加
え
た
が
、
最
後
に
は
疲
労
を
舞
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
「
燈
下
所
書
字
輩
出
問
草
。
莫
附
」
な
ど
と
組
問
解
が
ま
し
い
珠
批
を
書
い
て

い
る
と
こ
ろ
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
朱
怒
で
指
先
を
汚

す
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

疑
正
七
年
十
一
月
初
七
日
河
東
総
督
回
文
鏡
の
奏

「
由
来
司
関
線
装
重
職
守
務
在
得
人
抜
質
奏
明
仰
析
聖
盤
以
枚
食
数
摺
」
(
乾
隆

三
年
刊
石
印
本
三
二
冊
八
五
枚
表
、
原
奏
摺
は
故
宮
間
物
院
務
理
番
蹴

o
m申
告
)

に
針
す
る
難
正
帝
の
珠
批
中
に
一怖
の
指
紋
が
残
っ
て
い
る
。
朱
の
指
紋
で
あ
る

か
ら
、

難
正
帝
の
も
の
で
ゐ
る
こ
と
は
開
遣
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
潅
正
帝
の
政

治
に
針
す
る
勤
勉
さ
が
、
こ
の
指
紋
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
は
筆
者

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

(
佐
伯

富
)

坂
出
鮮
伸
編

秦
漠
思
想
研
史
文
献
目
録

B
5
判

=
一石
一良

迭
料
一否
園

回、八(出
国

日
本
と
中
闘
の
一

九
七
六
年
ま
で
の
思
想
研
究
お
よ
び
関
連
諸
分
野
の

雑
誌
掲
載
論
文
約
二
五
O
O貼
、
向
車
行
書
約
三
八

O
鮎
を
収
め
、
前
者
は
、

大
き
く
人
物

・
著
作
別
項
目
と
主
題
別
項
目
に
分
け
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
三

四
と
一
四
の
小
項
目
に
分
類
し
て
採
索
に
使
な
ら
し
め
た
。
論
文
題
名
に

は
所
載
雑
誌
名
、
各
競
、
夜
行
年
を
示
し
た
ほ
か
、
後
に
論
文
集
な
ど
単

行
蓄
に
枚
め
ら
れ
た
も
の
を
備
考
欄
に
注
記
す
る
。
附
録
と
し
て

「
雑
誌

掲
載
論
文
の
所
磁
機
闘
を
調
べ
る
方
法
」

を
添
え
、初
勝
十者
向
き
に
配
慮
。

ま
た
、

参
考
書
リ
ス

ト
は
中
国
研
究
者
一
般
に
役
立
つ
。

干
五
六
四

吹
田
市
山
手
町
三
丁
目
三
番
三
五
統
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大
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