
治
明
船
は
朝
寅
船
と
し
て
定
ま
っ
た
儀
曜
と
そ
れ
に
示
さ
れ
て

い
る
い
わ
ば

使
命
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
寅
質
的
な
主
目
的
は
貿
易
の
利
で
あ
る
。
そ
し
て

限
定
さ
れ
た
日
限
内
に
、
限
定
さ
れ
た
行
動
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
果
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

栄
元
時
代
、
ま
た
は
極
く
明
の
初
期
に
か
け
て
の
時
代
、
中
閣
に
渡
っ
た
静

慣
は
数
年
乃
至
十
年
、

二
十
年
の
長
期
に
亙
り
彼
地
に
滞
留
し
た
も
の
が
多
い
。

室
町
中
期
以
後
、
い
わ
ゆ
る
五
山
文
撃
と
い
う
も
の
も
全
く
衰
退
し
た
と
い
わ

れ
る
。
詩
文
の
形
式
的
な
模
倣
や
、
俳
句
の
智
識
と
し
て
の
累
積
が
主
と
な
っ

て
き
た
の
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
捧
尾
の
五
山
文
摩
を
代
表
す
る

と
い
わ
れ
る
策
彦
も
「
生
硬
粗
雑
」
で
あ
る
と
、
五
山
文
同
学
史
稿
の
著
者
北
村

淳
士
口
氏
は
酷
評
し
て
い
る
。
策
彦
助
一
寸
の
入
明
に
お
い
て
、
折
角
名
山
大
剰
を
歴

遊
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
上
劉
観
光
の
域
に
止
ま
り
、
ま
た
彼
地
の
文
人
と
の
交

友
と
い
っ
て
も
雨
三
回
の
筆
談
や
、
一
、
二
の
詩
文
の
交
換
に
過
ぎ
な
か
っ
た

こ
と
も
止
む
を
得
な
い
と
い
う
，へ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
等
は
中
関
節
り
と

し
て
大
い
に
倣
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
室
町
季
世
の
五
山
文
事
や
五
山
の
宗
教

的
活
動
の
性
格
も
、
ま
た
こ
れ
に
通
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
深
海
銀
三
径
は
、
櫨
描
仰
が
済
州
島
よ
り
成
化
二
十
四
年
正
月
全
羅
道

に
赴
か
ん
と
し
掘
削
江
南
部
に
漂
流
し
、
つ
い
で
大
運
河
を
経
て
北
京
に
上
っ
た

顛
末
を
記
し
た
も
の
で
、
策
彦
よ
り
約
五
十
年
前
、
同
じ
行
程
を
と
っ
た
記
録

で
あ
る
。
山
健
一
叫
が
北
京
を
渡
し
京
城
近
く
車問
坂
騨
に
達
し
た
と
き
李
朝
成
宗
の

命
で
深
流
中
の
一
一
行
四
十
三
人
の
日
鍬
を
撰
集
し
た
の
で
、
宣
宗
二
年
に
至
っ

て
公
刊
さ
れ
た
。
陽
明
文
庫
所
臓
の
右
の
朝
鮮
刊
本
等
に
よ
っ
て
印
刷
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
策
彦
の
記
鍬
と
針
比
す
る
こ
と
が
出
来
る
。(

小
葉
回

老

荘

的

世

界
|
|
准
南
子
の
思
想
|

|

(サ

l
ラ
叢
書
一
一
)

金

谷

治

著

一
九

五

九

年

一

月

卒

楽

寺

蓄

広

夜

行

二
五
九
頁

三

八

O
圏

こ
の
書
は
サ
l
ラ
叢
書
の
第
十
一
加
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
叢
書
の
企

霊
自
憶
が
、
最
初
か
ら
著
者
に
針
し
て
執
筆
上
の
一
種
の
わ
く
を
課
し
て
い
る
。

そ
れ
は
新
し
い
研
究
の
内
容
を
盛
り
な
が
ら
、
卒
回
初
で
興
味
深
い
読
み
物
と
な

る
よ
う
に
、
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
讃
者
は
先
ず
こ
の
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、

こ
れ
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
、
決
し
て
容
易
な
業
で
は
な
く
、
そ
こ
に
著
者
の
苦
心
も
あ
れ
ば
、
読
者
の

異
見
も
存
す
る
こ
と
と
思
う
が
、
し
か
し
こ
の
目
標
自
慢
は
、
現
代
の
要
諦
に

即
し
た
正
賞
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
私
の
議

後
感
と
し
て
は
、
こ
の
書
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
可
な
り
成
功
し
た
好
著
で

あ
っ
て
、
著
者
の
傍
を
多
と
し
た
い
。

著
者
は
斯
事
の
新
鋭
で
、
研
究
の
面
に
お
い
て
は
近
年
最
も
旺
盛
な
活
動
を

つ
づ
け
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
叢
書
の
性

質
か
ら
来
る
制
約
も
あ
っ
て
、
未
だ
必
ず
し
も
重
厚
深
遠
な
研
究
を
望
み
得
な

い
が
、
筆
端
に
清
新
の
焦
が
溢
れ
、
活
気
あ
る
卒
明
な
叙
述
が
よ
ど
み
な
く
進

行
し
て
い
る
の
が
嬉
し
い
。

次
に
説
者
は
、
中
園
哲
皐
界
の
現
状
に
照
し
て
、
こ
の
テ

1
7
の
取
り
上
げ

方
や
扱
い
方
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
大
略
把
揮
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
現
代
の
中
園
哲
撃
研
究
が
、
少
く
と
も
そ
の
第
一
線
に
お
い
て
は
、

既
に
完
全
に
漢
撃
の
嘗
套
を
打
破
し
て
新
し
い
分
野
に
切
り
込
ん
で
い
る
こ
と
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は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
中
園
思
想
史
と
い
う
落
大
な
封
象
に
針
し
て
、

一
般
に
研
究
者
の
数
が
不
足
し
て
い
る
現
欣
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
未
開
拓
の
問

題
が
随
所
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
こ
の
書
の
テ
l
マ
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
古
典
准
南
子
は
古
来
雑
家
の
書
と
し
て
見

ら
れ
、
諸
子
百
家
の
拳
を
雑
取
し
て
編
成
し
た
雑
駁
な
審
物
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
一
態
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
字
面
に
、
こ
の
書
に
は
全

程
を
一
貫
す
る
統
一
的
な
思
想
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
既
に
研
究
者
聞
の
常
識

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
統
一
的
な
思
想
の
良
相
を
と
の
よ
う
な
も
の
と
見

る
か
に
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
精
密
に
研
究
し
て
百
六
慢
的
に
把
握
し
た
業
績
は

ま
だ
無
い
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
蛍
時
の
思
想
界
を
理
解
す
る
上
に
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
こ
の
テ
1
7
を
取
り
上
げ
て
、
思
想
の
性
格
の

面
か
ら
と
、
こ
の
書
を
産
出
し
た
歴
史
的
祉
禽
的
事
情
の
面
か
ら
と
の
爾
面
か

ら
考
究
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
新
し
い
研
究
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ

ろ‘つ。

217 

さ
て
目
次
を
見
る
と
、
こ
の
書
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

は
し
が
き

第
一
部
准
南
王
物
語

第
一
章
准
南
王
と
そ
の
時
代

一
宿
命
的
な
誕
生
。
二
好
文
の
玉
。コ一

第
二
章
仙
人
に
な
っ
た
准
南
王

一
登
仙
。
二
鴻
賓
高
皐
。

第
二
部
准
南
王
の
書

第
一
章
准
南
子
二
十
一
篇

一
准
南
子
の
歴
史
。
二

第
二
章
老
妊
的
統
一

食
客
。
四

謀
反
。

准
南
子
の
内
容
。

一

要
略
|

|
多
様
と
統
一

lll
。
一
一
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
。

三

紳

話

傍
設
。
四
道
と
は
何
か
。
五
自
然
と
人
事

l
l無
篤
と
有
恒例
1
1
0

六
政
治
。
七
庭
世
と
養
生
σ

八
老
荘
的
統
一

|
|
岡
県
人
と
聖
人
|
↑
の

む
す
び

こ
れ
に
よ
っ
て
一

見
し
て
わ
か
る
援
に
、
こ
の
書
は
大
，き
く
二
つ
の
部
分
に

分
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
准
南
王
安
の
生
い
立
ち
、
そ
の
悲
劇
的
な
生
涯
を
設

い
て
パ
准
南
子
の
書
が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
宿

命
的
な
誕
生
、
好
文
の
性
質
、
漢
王
室
に
制
到
す
る
微
妙
で
深
刻
な
樹
立
関
係
、

ま
た
漢
王
室
の
儒
教
に
よ
る
思
想
統
一
政
策
に
勢
、
て
、
お
の
ず
か
ら
准
南
の

地
が
、
中
央
に
い
れ
ら
れ
な
い
不
卒
の
老
鮭
暴
徒
の
淵
叢
と
な
っ
た
こ
と
、
そ

の
結
果
は
遂
に
謀
反
の
罪
を
構
成
さ
れ
て
自
殺
し
て
果
て
た
こ
と
、
夜
後
登
仙

し
た
と
い
う
説
話
が
端
技
生
し
て
い
る
こ
と
等
が
、
史
記

・
漢
書
そ
の
他
の
基
本

的
な
史
料
に
よ
っ
て
、
劇
的
に
卒
日
婦
に
展
開
す
る
。

解
擦
や
構
成
の
し
か
た
に

は
、
品
〔
晶
然
著
者
の
主
観
が
若
干
混
じ
て
い
る
が、

大
す
じ
は
充
分
明
快
で
説
得

力
を
も
っ
て
い
る
q

讃
み
物
と
し
て
も
菌
白
く
、
次
に
分
析
す
る
准
南
子
の
書

の
内
容
に
射
す
る
興
味
を
か
き
立
て
る
。

第
二
部
は
准
南
子
の
書
と
そ
の
思
想
と
の
研
究
で
あ
る
。
先
ず
現
存
の
准
南

子
の
書
の
歴
史
か
ら
設
き
起
し
て
そ
の
書
の
構
成
に
及
び
、
更
に
思
想
の
検
討

に
は
い
る
。
は
じ
め
に
多
様
な
内
容
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
、

ま
た
そ
こ
に
は
中
園
の
古
典
に
乏
し
い
神
話
停
設
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
特
色
も
あ
る
こ
と
、
と
設
き
進
み
、
最
後
に
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
統

一
思
想

の
貧
態
を
明
ら
め
て
そ
れ
を
強
-調
し
、
ぞ
れ
の
意
義
に
及
ん
で
い
る。

著
者
に
よ
れ
ば
准
南
子
の
最
後
の
一
篇
で
あ
る
要
略
篇
は
、
こ
の
書
の
複
雑

多
様
な
内
容
を
要
約
的
に
一
示
す
と
共
に
、
そ
の
統
一
の
立
場
の
性
格
を
よ
く
示

し
て
い
る
。
そ
れ
は
老
荘
に
よ
る
百
家
の
統

一
で
あ
る
。
い
っ
た
い
老
子
と
妊
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子
と
の
開
係
は
、
必
ず
し
も
一
方
が
他
方
に
先
行
し
、
後
者
は
前
者
を
受
け
て

精鋭
展
さ
せ
た
と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
く
、
も
と
別
個
に
後
生
し
た
こ
つ
の
道

家
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
准
南
子
の
統
一

的
立
場
は
老
子
と
荘
子
と
を
合
同
し
た
老
荘
の
立
場
で
あ
る
が
、
よ
り
多
く
荘

子
的
で
あ
る
。
老
子
の
遁
は
、
高
物
を
生
み
出
す
根
源
、
本
踏
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
が
、
荘
子
の
遁
は
雑
多
な
存
在
を
一
貫
す
る
根
本
理
法
と
し
て
の
性
格

を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
寓
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
と
り
え
が
あ
っ
て
、
芳

し
く
そ
れ
ぞ
れ
に
傘
章
一す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
背
物
の
思
想
が
由
来
す
る
。

百
家
の
事
の
長
短
を
そ
れ
ぞ
れ
在
る
が
ま
ま
に
認
め
な
が
ら
、
そ
の
中
に
統
一

的
な
理
法
の
存
在
を
読
く
要
略
篇
を
、
よ
り
多
く
荘
子
的
で
あ
る
と
す
る
の
は

そ
の
馬
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
老
子
は
質
行
的
行
動
的
で
あ
り
、
そ
の

「
無
魚
」
は

「飼
さ
ざ
る
こ
と
な
き
」
高
能
を
求
め
る
の
に
封
し
て
、
野
子
は

粉
紳
的
観
念
的
で
あ
っ
て
、

針
立
に
満
ち
た
雑
多
な
世
俗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
束
縛
を
離
れ
た
自
由
な
世
界
に
治
洛
し
て
遊
ぼ
う
と
す

る
。
と
こ
ろ
で
、
要
略
篇
の
立
場
が
世
俗
の
道
で
あ
る
百
家
の
個
性
を
そ
れ
ぞ

れ
に
認
め
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
理
法
の
あ
る
こ
と
を
設
く
の
は
荘
子
的
で
あ

る
と
し
て
も
、
車
に
百
家
の
事
功
を
超
脱
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
儒

-

鐙

・
名
・
法
等
の
百
家
を
綜
合
し
て
百
家
が
そ
こ
に
包
概
さ
れ
て
存
す
る
道
を

百
家
に
即
し
て
設
い
て
い
る
の
は
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
老
子
的
と
も
言
え
よ
う

か
。
か
く
て
事
と
道
と
の
統
一
が
准
南
子
の
立
場
で
あ
り
、

言
わ
ば
そ
れ
は
、

老
荘
思
想
に
よ
る
百
家
の
統
一
で
あ
る
。
老
と
荘
と
を
統
一
し
た
の
は
准
南
子

が
最
初
で
あ
り
、
老
妊
に
よ
っ
て
百
家
を
統
一
し
た
の
も
亦
准
南
子
に
始
ま
る
。

そ
こ
に
「
老
荘
的
世
界
」
の
最
初
の
建
立
を
見
る
の
で
あ
る
。

著
者
の
老
荘
に
閥
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
こ
の
奮
の
随
所
に
、

ま
た
著

者
の
別
の
論
文
に
、
種
々
の
角
度
か
ら
燭
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

読
者
の
意
見
は
種
々
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
若
干
の
異
見
も
存
し
よ
う
。
し

か
し
著
者
の
こ
の
見
解
は
、
老
什肢に
関
す
る
少
く
と
も
一
つ
の
傾
穏
す
べ
き
解

揮
で
あ
る
こ
と
を
失
わ
な
い
。
そ
し
て
著
者
は
こ
の
思
想
の
成
立
展
開
の
意
義

と
役
割
り
と
を
、
蛍
時
の
祉
曾
情
勢
・
政
治
情
勢
・
文
化
吠
況
等
と
考
え
合
せ

て
種
種
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
が
、
最
後
に
亙
覗
的
に
一

懲
し
て
次
の
よ
う
に

断
定
す
る
。

『准
南
子
』
は
、
雑
家
の
書
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
道
家
の
書
と
み
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
道
家
思
想
の
展
開
は
、
統
一
理

論
を
求
め
る
嘗
時
の
一
般
的
な
趨
勢
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
史
記
』
の
「
六
家
要
旨
」
そ
の
も
の
が
、
既
に
六
涯
の
哲
皐
も
め
ざ
す
所

は
一
つ
で
、
従
っ
て
蛍
然
統
一
さ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
を
そ
の
根
底
に

持
つ
。
秦
の

『
呂
氏
春
秋
』
、
『
荘
子
』
の
天
下
篇
を
は
じ
め
と
し
て
、
戦
闘

末
の
成
立
と
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
諸
子
の
書
物
の
雑
家
的
傾
向
は
、
恐
ら

く
秦
か
ら
こ
の
『
准
南
子
』
の
時
代
へ
か
け
て
、
統
一
王
朝
の
出
現
に
伴
な

う
統
一
理
論
を
要
請
す
る
大
き
な
歴
史
的
要
求
に
従
お
う
と
し
た
結
果
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
輩
仲
街
が
あ
ら
わ
れ
て
儒
教
の
輝
や
か
し
い
勝
利
が

も
た
ら
さ
れ
た
が
、

『准
南
子
』
は
、
そ
う
し
た
儒
数
の
動
き
に
劉
抗
し
て
、

道
家
の
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
た
統
一
理
論
の
試
み
で
あ
っ
た
。
(
二
五
九
頁
)

蓋
し
要
を
得
た
受
賞
な
断
案
で
あ
ろ
、っ
。

以
上
、
私
は
、
こ
の
書
に
糾
問
す
る
粗
策
な
私
な
が
ら
の
紹
介
を
試
み
た
が
、

最
後
に
私
の
疑
問
と
す
る
一
一
一
駄
だ
け
を
記
し
て
、

著
者
に
盆
を
請
う
こ
と
に

し
よ
う
。
細
部
の
異
見
に
つ
い
て
は
今
は
鰯
れ
な
い
。

思
う
に
著
者
一の
事
風
は
、
-
一
種
の
文
献
皐
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
寅
詮
主
義

で
あ
る
が
、
近
年
の
作
品
に
は
、
問
題
を
歴
史
的
事
賓
と
考
え
合
せ
、
政
治
情

勢

・
祉
舎
情
勢
と
の
不
離
な
閥
係
を
考
慮
し
て
、
思
想
を
具
鰻
的
事
寅
に
お
い
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て
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
闘
が
見
え
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
正
し
い
方
法
で
あ

る
が
、
し
か
し
未
だ
歴
史
そ
の
も
の
を
自
質
的
に
つ
き
つ
め
た
形
で
構
成
的
に

理
解
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ず
、
従
っ
て
著
者
自
身
の
史
観
1
1こ
れ
は
も

と
よ
り
歴
史
の
立
場
か
ら
は
、
常
に
反
省
さ
る
べ
き
候
設
と
し
て
の
み
あ
る
べ

き
で
あ
る
が
|
|
の
存
在
が
疑
わ
れ
る
。
嘗
然
著
者
は
、
車
な
る
常
識
と
勘
と

に
頼
っ
て
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で

は
未
だ
充
分
に
方
法
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
も
っ
と
も
そ
れ
だ
け
に
公
式

な
ま

主
義
に
堕
す
る
危
険
は
な
く
、
著
者
の
生
な
感
先
に
よ
っ
て
歴
史
を
讃
み
、
著

者
な
り
に
具
鐙
的
に
人
聞
を
と
ら
え
て
そ
の
思
想
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
一
面
の
長
所
も
あ
る
。
し
か
し
思
想
史
の
場
合
に
は
、
思
想
史
の
封
象

で
あ
る
思
想
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
篤
め
に
、
歴
史
の
自

先
的
構
成
的
把
握
の
原
理
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
こ
れ
に
濁

す
る
見
解
を
聞
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
私
は
こ
の
よ
う
な
性
質
の
書

物
に
お
い
て
、
そ
れ
の
充
分
な
説
明
を
も
と
め
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
私
に
は

著
者
の
叙
述
の
中
に
、
ぞ
れ
が
読
み
と
れ
な
い
.ま
ま
に
、
若
干
の
疑
問
を
感
じ

zv
。次

に
史
料
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
文
献
皐
に
詳
し
い
著
者
で
あ
る
だ
け

に
、
概
し
て
手
堅
い
品
の
が
あ
る
が
、

『秋
萩
帖
』
紙
背
の
「
准
南
兵
略
開
訪
」

を
、
惰
末
唐
初
の
筆
寓
と
認
定
す
る
根
織
が
聞
き
た
い
(
一

O
四
頁
)
。
こ
の

兵
略
関
誌
は
、
そ
の
陸
裁
に
既
に
許
高
二
本
合
凝
の
姿
を
呈
し
て
い
る
と
思
う

が
、
許
高
二
本
の
合
燥
が
、
早
く
と
も
安
史
の
飢
以
前
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
書
鰻
に
つ
い
て
も
亦
、
私
は
惰
末
唐
初
と
い
う
認
定
に
若
干
の
疑
問
を

抱
く
も
の
で
あ
る
。

古
典
の
テ
キ
ス
ト

-
P
リ
テ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
率
者
の
聞
に
種
種
の
異

見
の
あ
る
の
は
巳
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
著
者
の
専
門
的
見
解
は
概
ね
傘
重

に
僚
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
本
書
の
題
名
に
つ
い
て
、
私
の
知
る
と
こ
ろ
に
基
い

て
、
一
言
著
者
の
矯
め
に
癖
じ
て
お
こ
う
。
本
書
は
『
老
荘
的
世
界
』
を
掲
げ
、

『
准
南
子
の
思
想
』
と
い
う
副
題
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
の
輪
郭
を

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
若
し
論
文
の
題
と
し
て
見
れ
ば
、
む
し
ろ

正
題
と
副
題
と
を
逆
に
す
る
と
か
、
「
老
荘
思
想
に
よ
る
百
家
の
統
一
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
を
明
示
し
た
題
を
つ
け
る
と
か
が
、
一
一
暦
袋
持
曲
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
叢
書
の
一
新
と
し
て
は
、
専
門
的
な
内
容
を
康
く
一
般
に
紹

介
す
る
讃
み
物
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
素
人
に
も
一
見
わ
か

り
易
い
印
象
的
な
題
名
を
選
ぶ
必
要
も
あ
ろ
う
し
、
こ
の
叢
書
に
属
す
る
他
の

書
物
の
題
名
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
企
聾
者
や
書
臨
時
の
角
度
よ
り
す
る
注
文
も

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
晶
画
然
著
者
の
普
哀
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
、

寸
あ
と
が
き
」
を
附
し
て
掛
川
じ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
妥
蛍
で
あ
る

か
否
か
は
も
と
よ
り
論
じ
る
品
跡
地
は
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
著
者
だ

け
の
責
任
で
は
な
か
ろ
う
。

以
上
は
私
の
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
一
二
掲
げ
た
に
過
ぎ
ぬ
が
、
若
し
望
賓

の
望
を
言
う
な
ら
ば
、
設
い
て
詳
で
な
い
と
こ
ろ
を
若
干
指
摘
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
性
質
の
小
さ
い
書
物
で
は
、
あ
く
ま
で
詳
細
深

遠
を
期
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
無
理
で
あ
っ
て
、
一
般
識
者
に
射
し
て
は
、
大

，
ま
か
で
も
基
本
的
な
知
識
を
正
確
に
提
供
し
、
安
蛍
な
印
象
を
鮮
明
に
輿
え
得

れ
ば
成
功
で
あ
り
、
筆
者
に
糾
問
し
て
は
、
新
し
い
種
種
の
問
題
を
喚
起
で
き
れ

ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
私
は
本
書
の
出
来
ば
え
を
完
全
無
依
だ
と
は
思
わ
な
い

が
、
以
上
の
ベ
た
疑
問
や
要
求
を
以
て
、
一
義
的
に
本
書
の
紙
撤
と
断
じ
る
も

の
で
も
な
い
。
た
だ
、
こ
の
一
小
好
著
の
出
現
を
喜
ぶ
と
共
に
、
前
途
洋
洋
た

る
著
者
の
今
後
の
設
展
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

(
木
村
英
二
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