
鄭
の
商
人
弦
高

は(

秦
の
軍
に
、
鄭

の
使
者
と
偽
っ
て
）
、

先
ず
四
張
の
皮
革

を
贈
り
、
そ
の
後
、
十
二
頭
の
牛
を
贈
り
、
敵
を
退
け
ま
し

た
。
越
王
は
計
然
の
五
策
を
用
い
て
国
を
強
く
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
中
国
に
お
い
て
、
商
戦
に
て
人
国
を
侵
滅
さ
せ
た
最

初
で
す
。
漢
の
時
代
、
卜
式
は
家
産
を
な
げ
う
っ
て
辺
境
の

軍
糧
と
し
ま
し
た
。
王
孫
卿
は
財
を
持
っ
て
士
を
養
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
中
国
商
人
が
郷
国
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
は
じ

め
で
す
。
秦
の
時
代
、
烏
氏
の
蠃
（
ら
）
は
、

戎
の
王
と
家
畜
を
売
り
買
い
し
て
い
ま
し
た
。

（
蠃
が
珍
し
い
絹
織
物
を
贈
る
と
、
）
戎
の

王
は
値
十
倍
の
家
畜
を
与
え
ま
し
た
の
で
、

谷
を
単
位
に
牛
馬
を
量
る
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。
漢
の
時
代
、
蜀
の
卓
氏
と
程
鄭
は
と
も

に
、
鉄
の
冶
金
を
業
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

滇
や
蜀
の
人
々
、
あ
る
い
は
、
頭
髪
を
魋
結

（
つ
い
け
い
。
さ
い
づ
ち
ま
げ
）
に
し
た
人
々

と
交
易
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
商
人
が
、

馴
染
み
の
な
い
地
へ
移
住
し
た
初
め
で
す
。

書
籍
を
見
な
が
ら
近
世
を
一
つ
一
つ
調
べ

て
み
ま
す
に
、
も
と
よ
り
わ
が
国
民
が
工
商

に
秀
で
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
い
ま
す
が
、
数
千
年
を
経
て
、
な
お
ま
だ
、

な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
赤
貧
か

ら
身
を
起
こ
し
、
巨
億
の
利
を
得
、
異
国
の
籍
を
取
り
な
が

ら
、
宗
国
の
急
難
に
際
し
、
熱
心
に
利
を
興
し
才
を
育
て
、

た
だ
ひ
た
す
ら
、
自
ら
の
財
を
役
立
て
る
こ
と
だ
け
を
考
え

た
人
な
ど
い
ま
せ
ん
。

不
幸
に
し
て
、
国
勢
は
衰
微
し
、
お
お
く
の
禍
乱
に
遭
遇

し
て
お
り
、
大
き
な
計
略
を
表
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

弦
高
や
計
然
が
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
時
世
に

制
約
さ
れ
ま
す
。
も
し
歴
史
上
そ
の
美
徳
を
一
身
に
兼
ね
備

え
た
人
物
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
呉
錦
堂
先
生
の
よ
う

な
方
こ
そ
、
古
今
、
た
び
た
び
出
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(

補
注
：
原
文
５
行
目
「
嬴
」
は
「
蠃
」
の
間
違
い
か)

（
以
下
、
次
頁
へ
続
く
）

五
等
嘉
禾
章
受
章

僑
日
神
戸
華
商
総
会
総
理

浙
慈

呉
錦
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先
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還
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祝
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先
生
は
姓
は
呉
、
名
は
作
鏌
、
字
は
錦
堂
、

浙
江
省
慈
谿
県
人
で
す
。
父
麟
初
先
生
に
は

五
人
の
男
子
が
あ
り
、
錦
堂
先
生
は
長
男
で
、
家
は
代
々
、

農
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

清
の
咸
豊
・
同
治
の
戦
禍(

太
平
天
国
を
指
す)

の
の

ち
、
学
業
を
や
め
、
農
耕
に
勤
し
み
ま
し
た
が
、
連
年
、

不
作
で
、
改
め
て
商
売
を
習
い
ま
し
た
。
商
店
の
雇
い

人
と
な
り
、
蘇
州
・
上
海
間
を
往
き
来
し
ま
し
た
。
極

め
て
困
難
な
状
況
で
し
た
が
、
先
生
は
、
か
わ
る
こ
と

な
く
、
し
か
も
睡
魔
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
業
に
精
を

出
し
ま
し
た
。
仕
事
の
余
暇
に
学
習
を
続
け
、
昼
夜
、

い
つ
も
、
一
冊
の
本
を
手
に
し
、
担
当
の
人
に
教
え
を

求
め
、
わ
か
る
ま
で
懸
命
に
努
力
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
数
年
、
み
ん
な
に
重
き
を
お
か
れ
、
高
給
で

さ
そ
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

清
光
緒
甲
申
（
一
八
八
四
年
）
の
中
仏
戦
争
後
、
呉

先
生
は
、
本
国
商
業
が
ま
さ
に
疲
弊
し
よ
う
と
す
る
の

を
予
見
し
、
こ
の

国
で
商
売
を
す
る

こ
と
は
で
き
な
い

と
渡
海
来
日
。
日

本
に
着
い
た
日
、

辛
李
二
君
と
千
両

を
出
し
合
い
、
十

分
の
一
の
利
を
追
っ

て
、
長
崎
と
神
戸

を
行
き
来
、
巧
み

に
売
り
買
い
し
、
年
な
ら

ず
し
て
、
数
倍
の
利
を
得

ま
し
た
。

光
緒
甲
午
（
一
八
九
四

年
）
、
中
日
戦
争
後
、
商

売
は
益
々
拡
張
、
だ
ん
だ

ん
と
数
十
万
に
な
り
ま
し

た
。
光
緒
乙
已
（
一
九
〇

五
年
）
、
日
露
戦
争
に
際

し
て
は
、
祖
国
が
戦
場
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
先
生

は
義
を
重
ん
じ
、
日
本
と

の
友
好
に
つ
と
め
、
兵
を

救
い
献
金
を
し
、
全
力
で

こ
れ
を
援
け
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
、
ま
す

ま
す
日
本
人
に
重
ん
じ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
先
生
は
、
富

有
に
な
っ
て
も
商
売
に
勤
め
ま
し
た
。
た
し
か
に
、
常

人
に
は
及
ば
な
い
こ
と
で
す
。
商
売
の
策
を
練
り
、
郵

便
、
電
報
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
配
達
さ
れ
、
た
び
た
び
、

一
晩
中
一
睡
も
し
な
い
夜
を
か
さ
ね
て
、
二
十
余
年
、

や
っ
と
、
願
い
が
か
な
い
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
今
昔
、
国
を
立
て
る
に
、
文
明
と
野
蛮

で
は
、
そ
の
方
法
が
異
な
り
ま
す
。
秦
漢
の
時
代
、
蠃

（
ら
）
と
卓
氏
、
程
鄭
は
、
み
な
、
蛮
夷
の
地
で
財
産

を
増
や
し
ま
し
た
。
そ
の
民
は
、
未
開
、
愚
昧
で
あ
っ

た
の
で
、
奇
を
操
っ
て
籯
（
利
益
）
を
計
り
、
大
も
う

け
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
は
明
治
維
新
後
、
工
商
業
が
日
進

月
歩
し
ま
し
た
。
そ
の
一
方
、
日
清
戦
争
後
、
華
商
の

勢
力
と
国
土
は
と
も
に
窮
し
て
い
ま
し
た
。

（
以
下
、
次
頁
へ
続
く
）

『浙慈 呉錦堂先生六旬榮壽録』「壽言」日本語訳（その２）

２呉
錦
堂
の
生
家(

編
集
委
員
撮
影)
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そ
こ
で
、
先
生
は
、
一
人
早
く
機
を
見
、

赤
手
渡
日
、
遂
に
、
数
百
万
の
財
を
手
に
入

れ
ま
し
た
。
才
智
が
強
力
で
、
は
る
か
に
尋
常
の
能
力

を
超
え
て
い
な
い
な
ら
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
で
き
た

で
し
ょ
う
。

昔
、
白
圭
の
商
術
は
、
智
勇
仁
強
の
四
徳
を
組
み
合

わ
せ
た
も
の
で
し
た
。
先
生
は
、
ほ
と
ん
ど
白
圭
の
言

に
合
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
か
つ
て
私
が
見
た
世
の

中
の
金
持
ち
た
ち
は
、
田
や
家
屋
は
立
派
で
も
、
少
し

ば
か
り
の
金
を
け
ち
っ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
、
贅
沢
浪

費
を
誇
っ
た
り
、
ま
た
、
花
鳥
園
を
広
げ
、
声
色
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
み
な
、
徒
に
積
財

を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
財
の
善
用
を
知
ら
な
い

の
で
す
。
よ
っ
て
、
我
が
国
で
今
日
、
古
に
、
数
代
続

い
た
富
者
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
め
っ
た
に
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
先
生
の
事
績
は
こ
れ
ら
の
例
と
大
き

な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

光
緒
庚
子
（
千
九
百
年
）
、
義
和
団
が
禍
を
惹
き
起

こ
し
ま
し
た
。
光
緒
帝
と
西
太
后
は
、
難
を
避
け
て
西

安
に
逃
げ
ま
し
た
。
先
生
は
国
難
に
心
を
痛
め
、
銀
二

万
両
を
献
納
し
ま
し
た
が
、
特
旨
を
も
っ
て
、
先
生
の

長
男
啓
藩
は
挙
人
を
賜
り
ま
し
た
。
同
じ
こ
ろ
、
江
南

の
河
川
防
備
は
急
を
告
げ
、
再
び
銀
一
万
両
を
献
納
、

同
じ
く
、
特
旨
を
も
っ
て
、
先
生
は
花
翎
道
銜
、
並
び

に
二
品
封
典
の
栄
誉
を
賜
り
ま
し
た
。

光
緒
某
年
、
寗
郡
に
属
す
る
各
地
で
、
飢
え
た
民
は

み
ん
な
、
暴
動
を
起
そ
う
と
し
ま
し
た
。
先
生
は
、
米

を
運
び
放
出
し
、
飢
え
た
民
の
救
済
を
は
か
り
、
さ
ら

に
救
済
に
代
え
て
仕
事
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た
、
祖
廟

を
修
理
し
、
溝
を
浚
え
、

道
路
を
平
ら
に
し
た
の
で
、

郷
里
の
人
々
は
事
な
き
を

え
ま
し
た
。

神
戸
に
、
以
前
、
山
荘

が
あ
り
、
こ
こ
は
、
華
僑

が
棺
を
託
す
と
こ
ろ
（
仮

埋
葬
の
墓
）
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
山
荘
は
小
さ
な

丘
の
上
に
あ
り
、
四
周
は

官
有
道
で
し
た
。
付
近
に

住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
、

だ
ん
だ
ん
、
土
地
を
占
有

し
、
丘
（
墓
）
は
日
に
日

に
荒
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。

幸
い
、
先
生
は
、
こ
の
こ

と
を
日
本
の
当
局
に
説
明

し
、
買
い
戻
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

石
段
を
建
造
し
、
こ
れ
を
固
め
ま
し
た
。
又
、
中
華
会

館
所
在
地
が
甚
だ
狭
隘
で
あ
っ
た
の
で
、
官
有
道
を
買

い
上
げ
、
基
礎
を
拡
張
、
客
間
と
居
室
を
増
設
し
ま
し

た
。
先
生
は
、
前
後
、
一
万
二
千
二
百
余
元
を
寄
付
し
、

三
年
間
、
骨
身
を
惜
し
ま
ず
工
事
を
監
督
し
ま
し
た
。

神
戸
の
多
く
の
同
胞
は
、
み
な
、
こ
れ
を
深
く
感
謝
し

ま
し
た
。

（
以
下
、
次
頁
へ
続
く
）
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宮
城
谷
昌
光
は
、
小
説
『
孟
嘗
君
』
で
、
白
圭
に

次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
ま
す
。
「
『
義
を
買
い
、

仁
を
売
り
ま
す
。
利
は
人
に
与
え
る
も
の
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
』

社
会
的
責
任
に
お
い
て
買
っ
た
も
の

を
心
で
売
る
。
そ
こ
で
得
た
利
益
を
世
の
人
に
還
元

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
編
集
委
員
付
記
）



こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
先
生
が
五
十
歳
以
前

の
こ
と
で
す
。
当
時
、
勘
定
し
ま
す
と
、
先

生
の
積
み
重
ね
た
財
貨
は
、
僅
か
、
今
の
財
貨
の
十
分

の
二
、
三
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
忠
国
・
利
衆
の

行
動
は
既
に
、
抜
き
ん
で
て
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
蹟
は
晩
年
、
ま
す
ま
す
増
え
、
尽
忠
・

施
徳
は
祖
国
と
僑
地
、
双
方
で
倍
増
し
ま
し
た
。
ま
た
、

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。

光
緒
二
十
八
、
九
年
（
一
九
〇
二
、
三
年
）
、
直
隷
、

東
三
省
、
雲
南
、
淮
、
徐
、
広
東
、
な
ど
と
も
に
、
災

難
が
か
さ
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
災
難
の
度
に
、
何

度
も
救
済
し
、
総
額
は
、
三
万
余
両
に
達
し
ま
し
た
。

駐
日
公
使
及
び
、
両
江
総
督
が
前
後
し
て
奏
上
、
皇
帝

か
ら
褒
章
、
並
び
に
、
「
樂
善
好
施
」
の
字
句
の
扁
額

を
賜
り
ま
し
た
。

日
本
神
戸
同
文
学

校
は
、
華
僑
の
子
弟

が
在
学
す
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
光
緒
二
十

六
、
七
年
（
一
九
〇

〇
、
〇
一
年
）
の
開

学
以
来
、
先
生
は
初

め
か
ら
、
い
ま
に
至

る
ま
で
、
前
後
、
一

万
数
百
元
の
寄
付
を

し
ま
し
た
。
光
緒
三

十
三
年
（
一
九
〇
七

年
）
清
の
皇
帝
徳
宗
は
、

扁
額
（
「
清
史
寒
林
」
）

を
下
賜
、
併
せ
て
、
褒

賞
の
旨
を
下
達
し
ま
し

た
。
時
に
、
先
生
は
、

寧
郡
師
範
学
校
、
及
び

府
教
育
会
、
上
海
旅
滬

学
会
に
三
千
元
を
援
助

し
ま
し
た
。
ま
た
、
神

戸
の
萬
国
病
院
、
及
び

華
強
学
校
に
二
千
元
、

あ
る
い
は
千
元
を
援
助

し
ま
し
た
。
更
に
こ
れ

ら
以
外
で
、
慈
善
事
業

へ
も
、
す
こ
ぶ
る
多
く

の
援
助
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
皆
、
先
生
の
五
十

歳
以
後
の
こ
と
で
す
。

国
の
内
外
、
教
育
・

慈
善
諸
事
業
の
中
、
最

大
の
も
の
は
、
慈
北
水

利
と
学
校
の
二
事
業
で
す
。
慈
北
一
隅
は
山
を
負
い
、

海
に
面
し
、
水
利
は
き
わ
め
て
困
難
で
す
。
ま
た
、
余

姚
と
地
を
接
し
、
地
形
は
余
姚
が
高
く
、
慈
渓
は
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。
山
々
が
出
水
す
る
と
、
慈
北
は
す
ぐ

に
災
害
が
お
こ
り
、
昔
、
人
々
は
そ
の
こ
と
を
案
じ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
杜
白
二
湖
を
浚
い
、
四
浦
を
築
き
、

池
塘
を
開
き
、
貯
水
堤
防
は
初
め
て
備
わ
り
、
民
田
は

こ
れ
ら
の
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
惜
し
い
こ
と

に
は
、
勢
力
あ
る
富
豪
の
占
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

（
以
下
、
次
頁
へ
続
く
）
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４
呉
錦
堂
墓
前
か
ら
白
洋
湖
を
望
む

(

画
像
は
陳
徳
仁
コ
レ
ク
シ
ョ
ン)



古
い
し
く
み
は
い
よ
い
よ
壊
れ
、
民
間
で

は
、
水
利
を
め
ぐ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
、
も
め

ご
と
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
命
を
落
と
す
人
、
一
族

損
な
わ
れ
る
人
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
数
に
の
ぼ
る
か
わ
か

ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

光
緒
三
十
二
年
（
一
九
〇
六
年
）
の
秋
、
先
生
は
帰

国
し
、
墓
参
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
長
雨
が
降

り
続
き
、
郷
土
の
村
は
、
数
百
頃
（
一
頃
は
百
畝
）
の

綿
花
や
稲
が
水
没
し
ま
し
た
。
先
生
は
こ
の
状
景
を
目

撃
し
心
を
痛
め
、
私
財
を
な
げ
う
つ
こ
と
を
誓
い
、
故

郷
水
利
の
永
久
の
手
本
と
な
る
よ
う
、
池
塘
、
淹
竺
・

松
竃
な
ど
の
諸
浦
、
及
び
杜
白
二
湖
、
た
く
さ
ん
の
池
、

岸
、
堤
防
、
水
門
、
減
水
ダ
ム
、
石
橋
な
ど
を
創
建
・

修
築
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
貯
水
の
仕
組
み
は
、

や
っ
と
、
す
べ
て
復
旧
し
、
湖
浦
付
近
諸
田
畝
の
水
稲
、

綿
花
の
作
柄
は
、
百
余
万
増
え
ま
し
た
。
同
時
に
、
水

利
局
を
設
立
し
、
水
利
管
理
規
定
を
制
定
し
、
こ
れ
ら

を
久
し
く
後
世
に
残

し
、
ま
た
、(

近
湖

奸
民
が
湖
を
侵
し
て

私
有
し
た)

田
を
買

戻
し
ま
し
た
。
更
に
、

湖
境
界
を
測
量
、
図

面
を
作
成
し
、
も
っ

て
禍
根
を
断
ち
ま
し

た
。
そ
の
事
業
の
な

ん
と
広
大
で
あ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

先
生
は
、
こ
の
水

利
事
業
に
際
し
、
い

つ
も
裸
足
で
数
十
里

を
馳
せ
ま
わ
り
、
昼

夜
な
く
工
事
を
監
督

し
ま
し
た
。
或
る
日
、

杜
湖
堤
防
で
工
事
を

監
督
し
て
い
る
と
き
、
大
雨
に
み
ま
わ
れ
、
高
波
が
堤

防
に
跳
ね
上
が
り
、
先
生
は
、
す
ん
で
の
こ
と
で
、
溺

れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
先
生
は
落
ち
着
い
て
い
ま
し

た
。
日
本
の
測
量
士
、
島
總
彦
君
は
こ
れ
を
見
て
、
深

く
感
動
、
写
真
に
と
り
、
『
続
刻
杜
白
両
湖
全
書
』
の

序
に
載
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
あ
る
年
、
先
生
は
、
故
郷
の
水
利
事
業
の
た

め
、
帰
国
を
要
請
す
る
一
通
の
電
報
を
受
け
、
愛
す
る

娘
が
急
病
で
、
命
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
き
で
し
た
が
、
一

切
を
顧
み
ず
、
万
里
の
道
を
帰
郷
、
事
態
の
解
決
に
当

た
り
ま
し
た
。
計
算
す
る
と
、
工
事
は
、
前
後
三
、
四

年
か
か
り
、
合
計
出
資
額
は
七
萬
余
に
な
り
、
や
っ
と
、

大
事
業
は
完
成
し
ま
し
た
。
あ
あ
、
先
生
の
精
神
、
願

い
の
高
遠
な
る
こ
と
、
と
て
も
、
及
び
も
つ
き
ま
せ
ん
。

(

補
注
：
原
文
２
行
目
「
圯
」
は
「
圮
」
の
間
違
い
か)

（
以
下
、
次
頁
へ
続
く
）
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杜
湖
水
門
の
緊
急
工
事
を
監
督
す
る
呉
錦
堂

『
続
刻
杜
白
両
湖
全
書
』
よ
り



ま
た
、
先
生
は
言
い
ま
す
。
慈
北
は
風
俗

は
質
朴
で
民
に
学
問
が
な
い
。
国
家
立
憲
の

た
め
に
最
も
必
要
な
の
は
地
方
自
治
で
、
地
方
自
治
を

創
ろ
う
と
す
る
と
、
是
非
と
も
、
学
を
興
し
人
才
を
造

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
の
思
い
で
、
慈
北
に
錦

堂
学
校
を
開
設
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
校
舎
敷
地
と
な
る

五
十
余
畝
（
一
畝
は
十
五
分
の
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
切

り
拓
き
、
数
里
（
一
里
は
五
百
メ
ー
ト
ル
）
に
及
ぶ
水

路
を
開
き
、
洋
風
の
建
物
五
十
二
棟
、
平
屋
十
九
間
、

養
蚕
、
糸
繰
な
ど
の
部
屋
四
十
余
室
を
建
築
し
、
実
習

用
の
桑
園
、
農
場
な
ど
千
二
百
六
十
畝
を
設
置
し
ま
し

た
。
鉄
道
株
二
萬
、
漢
冶
萍
公
司
株
五
萬
を
以
て
そ
の

基
金
と
し
ま
し
た
。
前
後
、
学
校
へ
の
出
資
は
二
十
二

萬
余
で
、
水
利
・

学
校
両
事
業
へ

の
出
資
は
、
合

計
二
十
九
萬
余

で
し
た
。
こ
う

し
て
、
慈
北
に

お
け
る
興
業
、

育
才
は
成
り
ま

し
た
。

始
め
は
あ
る

程
度
、
紳
士
名

望
家
の
連
名
上

申
書
に
よ
り
、

浙
江
巡
撫
は
調

査
を
命
じ
、
結
果
、
そ
の

通
り
だ
っ
た
の
で
、
浙
江

巡
撫
増
韞
（
人
名
）
は
、

特
別
案
件
と
し
て
褒
奨
を

上
奏
、
先
生
は
宣
統
三
年

（
一
九
一
一
年
）
、
四
品

京
堂
候
補
を
賜
り
ま
し
た
。

こ
の
秋
、
武
昌
で
軍
が

起
ち
、
諸
省
が
呼
応
し
ま

し
た
。
同
じ
時
期
、
慈
渓

は
海
嘯
に
み
ま
わ
れ
、
綿

花
、
稲
、
こ
と
ご
と
く
水

没
し
ま
し
た
。
諸
曁
地
方

も
ま
た
水
害
に
遭
い
、
数

百
万
の
住
民
が
泣
き
叫
び

食
を
求
め
て
い
ま
し
た
が
、

各
地
の
軍
隊
は
右
往
左
往

し
て
い
ま
し
た
。
救
済
の

方
策
は
行
き
詰
ま
り
、
た

ち
の
悪
い
住
民
が
扇
動
し
、
ま
さ
に
、
大
き
な
事
件
が

起
こ
ろ
う
と
し
て
い
た
と
き
に
、
各
省
は
米
の
放
出
を

閉
じ
ま
し
た
。
先
生
は
急
を
聞
き
、
虞
和
徳
に
、
な
ん

と
か
米
を
買
い
付
け
る
よ
う
に
電
報
を
打
ち
、
一
方
、

土
地
の
有
力
者
た
ち
に
、
救
済
物
資
が
公
平
に
行
き
渡

る
よ
う
運
営
す
る
こ
と
を
頼
み
ま
し
た
。
こ
の
時
の
出

資
額
は
合
計
、
三
万
八
千
余
円
に
な
り
ま
す
。
郷
里
は
、

こ
れ
を
も
っ
て
、
平
穏
と
な
り
ま
し
た
。
浙
江
都
督
朱

瑞(

人
名)

は
郷
紳
を
し
て
、
大
総
統
へ
、
先
生
に
五
等

嘉
禾
章
を
授
け
る
よ
う
に
上
申
さ
せ
ま
し
た
。

以
後
、
さ
ら
に
、
上
海
、
寧
波
軍
政
府
、
及
び
赤
十

字
会
に
銀
三
万
二
千
余
元
を
寄
付

し
ま
し
た
。

（
以
下
、
第
37
号
へ
続
く
）
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、
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委
員
撮
影


