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博
士
が
司
属
適
を
凄
ん
だ
裡
由
､
即
ち
葡
洋
史
上
の
司
虜
蓬
の
鞄
位

･

毒

著
述
に
於
け
る
博
士
の
意
敵
等
は
私
が
此
虞
で
揮
い
推
測
を
す
る

よ
り
も
博
士
御
自
身

の
輩
を
葬
借
し
よ
う
｡

｢
恩
ふ
に
司
馬
遷
は
其
不
朽
の
名
著
｢
史
記
｣
に
よ
す
て
千
古
に
生
き

や

居

り
'
之
が
研
究
は
古
今
東
西
種
々
の
聾
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て

多

*
0
両
も
静
幾
多
の
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
?

t

]

著
し

｢
史
記
｣
を
問
題
と
す
る
と
な
れ
ば
そ
れ
は
自
然
等
閥
的
な
薯
速

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
､
,J
A寺

は
司
麿
周
の
培
人
や
思
想
等
を
主
眼
と
/

〕

し
て
之
を
裁
蓮
せ
ん
と
恩
ふ
｡
由

よ
り
彼
d
思
想
は

｢
史
記
｣
の
中
に

求
め
る
よ
り
外
は
な
い
が
然
し
そ
れ
は
史
敵
の
分
析
研
究
を
鯉
な
く
て

も
穀
倉
的
な
印
象
に
よ
り
大
淀
の
輪
郭
を
示
す
こ
と
必
L
も
不
可
鰹
で

)敵
い

(
序
文
)｣
撃
を

年
代
と
事
象
の
鮮
創
に
漁
ら
ず
又
史
畢
者
と
し

て
人
物
の
抽
象
的
摘
出
に
興
味
を
持
た
ぬ
博
士
の
心
の
現
で
あ
ら
う
｡

博
士
の
意
固
す
る
所
は
目
次
と
紙
数
の
呪
分
骨
見
れ
ば
更
に
明
瞭
に
潮

放
さ
れ
る
｡

7
線
序

丁̀

〓
司
薦
蓮
の
生
漣

甲
､
司
腐
題
の
生
立

(6
P･I)t
乙
｣
司
潟
選
の
瞥

士

(
lo
p
)
丙
.
司
層
選
の
晩
年

(
9
Pl
)

一二
司
居
蓮
に
輿

へ
た
時
代
の
影
響
､
腎

武
帝
の
外
征

(6.
P
)
乙
･

p
経
済
的
な
動
き

(
lo
p
)
丙
､
政
治
の
動
き

(ほ
p･)
て

儒
単
の

勃
興

(ァ
14
)

四
史
記
に
就
い
て
一
甲
､
楓
序

(
S
P～
)
乙
･.
史
記
製
作
の
意
韓
と
其

嘉

法

(幻
b･
)
.丙
､■.
史
記
の
故
制
(
I

P
～
)

で

結
語

(
-
7
p
)

衣
い
で
各
籍
の
筋
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
｡

(
二
)

は
先
づ
磯
の
家
系

よ
町
始
り
大
史
令
た
る
家
城

へ
の
自
覚
と
父
親
の
連
騰
に
よ
っ
て
史
恩

を
等
か
ん
と
決
意
し
た
次
第
を
蛙
べ
例
の
隣
刑
律
の
湾
の
心
情
を
推
測

し
て
ゐ
る
｡

∫

弓

(
甲
)
司
属
速
が
世
界
的
な
鴫
野
よ
り
各
地
の
状
態
を
記
述
し
得

た
.の
は
武
帝
の
外
征
に
よ
る
申
陶
外
世
界
の
藷
籍
の
醸
大
に
揺
る
i
呂

ひ
.宕

)
次
い
で
漢
初
め
若
々
し
い
讃
展
の
頂
上
に
あ
.る
証
合
が
彼
の

＼
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叡i

鹿
帝
都
を
生
ん
だ
甥
蟹
的
基
盤
で
あ
る
と
説
き
､
一あ
わ
せ
て
平
準
貨
殖

･･e
爾
面
か
ら
よ
-
汚
寓
し
た
彼
の
史
才
を
覚
し
夫
役
(
丙
)
築
港

7
撃
し

七
各
時
代
の
代
表
的
人
物
の
型
を
分
析
槍
討
し
て
時
代
の
塑
雇
と
特
質

を
求
め
て
ゐ
る
が
.
此
の
頃
は
更
め
て
兜
記
を
讃
ま
ん
と
す
る
者
に
多

大
の
教
訓
と
暗
示
と
を
輿
へ
る
も
の
と
恩
ふ
｡
(丁
)
最
額
に
始
員
焚
書

額
の
儒
撃
を
略
適
し
て
｢
詳
細
の
串
貿
｣
｢
そ
れ
等
を
統

7
す
る
轟
漣
の

車
｣
此
の
南
方
を
彼
は
管
時
の
春
秋
静
粛
及
備
書
単
著
よ
り
得
た
も
の

で
あ
り
､
此
の
穀
は
史
記
を
甥
解
す
る
上
に
必
嬰
で
あ
る
と
注
意
し
て

･ゐ
る
｡
然
し
博
士
の
虞
に
云
ひ
た
い
こ
と
は
史
聾
者
と
し
て
の
蓮
の
高

い
資
質
と
見
諌
と
で
あ
ら
う
O

四
､
(乙
)
は
論
旨
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
が
､
大
賓
は
､
信
を
大
壷
に

置
い
て
古
今
の
書
を
啓
埋
蘇
合
し
春
秋
の
意
を
た
い
し
て
人
の
行
塙
を

表
草
し
評
償
し
て
(償
値
の
評
準
に
は
差
は
あ
ら
う
が
)
人
間
の
行
毎
の

中
に
､
常
時
の
常
譜
で
あ
る
紀
天
人
之
際

(会
心
を
以
っ
て
世
界
を
把

壕
す
る
意
と
言
ふ
)
､
通
古
今
之
舞
を
史
記
制
作
を
通
じ
て
精
し
-
且
つ

正
し
-
取
明
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
と
言
ふ
に
あ
ら
う
?
然
し
て
博
士
は

春
秋
以
律
の
世
界
を
歴
史
と
し
て
始
め
て
あ
の
蛙
制
に
皐
増
し
た
殻
の

掲
創
の
才
を
高
く
評
債
し
て
ゐ
る
O

(
丙
)
は
史
記
以
待
本
紀
志
列
簿

あ
る
を
正
史
と
し
て
ゐ
る
事
及
び
史
記
の
本
紀
他
家
列
侍
の
相
互
紺
係

ほ
天
に
北
斗
あ
り
二
十
八
宿
之
に
磯
じ
て
天
道
を
連
行
L
す
る
如
-
鞄

は
天
に
港
り
､
天
子
を
中
心
に
世
家
列
臣
之
を
犀
し
て
国
家
を
構
成
し

七
ゐ
る
関
係
に
あ
る
主
音
ふ
O
次
い
で
世
家
以
下
博
士
の
寸
織
の
評
を

め
..(
(
丁
)戯
評
と
し
て
史
記
は
ヰ
開
史
拳
史
上
掬
歩
の
轍
位
に
あ
る
と

張
っ
て
ゐ
も
｡

ー▲湖
上
で
内
窄
紹
介
を
描
く
が
博
士
は
司
席
題
が
番
泉
の
輿
に
個
人
の

心
事
を
探
ら
ん
と
し
た
串
を
強
調
し
ゐ
る
が
史
記
の
文
撃
中
に
蓮
の
心

串
を
揺
ら
ん
と
す
る
轟
こ
そ
博
士
の
7
貫
し
た
態
度
と
腰
ふ
｡

1,

以
下
辞
書
額
の
感
想
を
加

へ
て
み
た
い
｡

1
T

)

過
去
の
博
士
の
諸
作
品
卜
例
へ
は
貌
晋
南
北
朝
通
史
､
文
辞

1

度
概
説
等

-
ほ
博
士
の
見
都
に
よ
り
末
端
の
表
芸

で
統

1
整
現
さ

れ
張
切
っ
た
弦
の
如
-
､
全
篇
脈
絡

l
茸
其
の
名
文
と
相
侯
ち
政
孝
を

し
て
高
い
内
容
も
面
白
く
甥
解

(
其
の
控
博
に
は
多
大
の
差
が
あ
つ
て

iち
)
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
本
章
は
杓
其
の
虞
骨
頂
が
出
て
ゐ
ず

叙
述
多
肢
読
者
を
混
迷
さ
す
個
所
が
な
い
で
も
な
い
｡
其
の
輔
由
は
巌

文
の
態
度
に
も
不
拘
､
史
記
を
も
解
説
⊥
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
､
従

っ
て
寛
心
が
二
つ
に
分
れ
記
述
も
少
々
竃
葡
気
味
の
桝
も
出
た
事
と
敵

襲
文
庫
の
性
質
と
庶
い
現
老
骨
を
考
窟
し
て
か
東
洋
史
の
常
鞄
串
又
は

源
生
的
な
革
ま
で
も
い
ち
い
ち
原
に
遡
っ
て
親
切
に
許
通
し
て
全
然
葡

㌧

洋
史
に
封
し
て
智
預
を
敏
-
者
に
も
甥
解
せ
し
め
ん
と
金
牌
し
た
桝
に

多
-
原
因
す
る
も
の
で
あ
ら
,つ
｡

{

2

)

可
薦
轟
に
及
せ
る
常
時
の
外
征
､
経
済
J
.政
治
'
常
礎
の
各
々

の
影
響
は
丁
魔
苛
み
込
む
賓
が
出
来
た
が
賓
項
分
紙
さ
れ
て
相
互
の
園

係
に
は
及
ん
で
ゐ
な
い
｡
経
っ
て
彼
を
包
む
時
代
性
の
結
合
的
な
顧
念

が
中
々
得
ら
れ
ず
､
｢
時
代
の
影
響
｣
と
し
て
は
稗
々
不
満
足
に
思
ほ
れ

て

博
士
の

｢演
者
食
貨
慈
し
を
顧
ん
だ
時
の
磯
た
感
銘
が
得
ら
れ
な
,

が
つ
た
や
､

l'/'､.
ト

六

3
)
総
譜
の
艶
分
を
賓
に
詳
述
し
て
欲
し
.is
と
恩
ふ
｡
例

へ
ば
史
記

が
漢
苛
.
賛
治
通
歯
に
比
較
し
て
独
自
の
存
在
で
あ
る
.と
者
ふ
が
親
日

:
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4旭

の
内
禅
と
瑚
由

Ⅰ
換
言
す
れ
ば
彼
が
正
史
の
鮭
制
を
樹
立
し
て
史
拳

の
組
と
何
れ
な
が
ら
蟹
際
に
は
復
健
の
正
史
は
断
代
妃
と
通
史
の
差
を

除
い
て
も
文
筆
増
額
等
に
於
い
て
多
-
湧
賓
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
の

は
何
敵
か
と
言
ふ
事
に
な
ら
う
が
1

が
知
り
た
い
｡
此
の
鮎
こ
そ
史

記
に
附
随
し
て
戴
き
れ
た
開
魅
の
雷
大
な
る
も
の
の
叫
つ
で
あ
り
.
臥

っ
一
方
贋
-
漢
代
又
は
そ
れ
以
後
の
離
骨
､
草
間
全
般
に
関
す
る
こ
と

だ
け
に
傍
の
こ
と
博
士
の
意
見
を
知
り
た
い
と
恩
ふ
｡

以
上
私
の
感
想
の
大
漁
で
あ
る
が
之
等
は
教
養
文
庫
と
言
ふ
ハ
ン
デ

が
無
か
つ
た
な
ら
ば
除
去
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
O
東
署
軒
の
将

士
の
意
見
は
積
常
で
小
島
博
士
や
苛
樺
民
の
藷
と
封
立
す
る
も
の
で
は

な
い
が
所
々
新
見
解
も
あ
り
.
且
つ
は
多
角
な
司
席
琴
を
小
筋
子
の
中

に
路
全
貌
を
書
い
た
戟

f
讃
さ
る
べ
き
啓
物
で
は
あ
ら
う
｡

浬
滞
な
紹
介
が
表
書
の
内
界
を
誤
り
つ
た

へ
批
判
の
的
の
外
れ
ん
事

を
恐
れ
つ
つ
筆
を
摘
-
｡･
が
本
署
の
批
判
と
は
別
に
史
記
を
分
解
し
て

i.(
渡
の
聾
者
と
し
て
の
司
烏
霧
を
追
究
し
た
研
究
も

l
つ
は
必
要
な
の

や
は
あ
る
ま
い
ふ
?

〔米

田

賢
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