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は

し

が

き

中
華
民
国
の
古
典
の
一
つ
で
あ
る
詩
経
と
云
う
書
物
の
中
に
「
蔽
芾
た
る
甘
棠
剪
る
こ
と
勿

へ

い

し

あ

ま

な

し

き

な

か

れ
、
伐
つ
こ
と
な
か
れ
、
召
伯
の
茇
り
し
所
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
む
か
し
周
と
い
う
国
の

う

を

主
候
で
聖
人
と
あ
が
め
ら
れ
た
文
王
、
そ
の
子
召
伯
も
父
に
つ
い
で
よ
き
政
治
を
と
っ
た
の

で
、
周
の
国
民
は
召
伯
の
徳
に
な
つ
い
て
召
伯
を
あ
が
め
敬
慕
し
た
。
こ
の
詞
は
こ
ん
も
り

と
し
げ
っ
て
い
る
甘
梨
の
一
枝
も
き
る
ま
い
、
そ
れ
は
召
伯
様
と
ゆ
か
り
の
深
い
木
だ
、
召

伯
様
の
お
休
み
な
さ
っ
た
所
だ
と
、
永
久
に
召
伯
の
徳
行
を
敬
慕
し
た
詩
句
で
あ
る
。
今
塩

屋
村
公
民
館
が
発
止
し
て
一
郷
の
義
人
髙
野
忠
右
衞
門
翁
の
遺
徳
を
顕
彰
す
る
一
擧
は
、
周

人
が
一
株
の
甘
梨
を
大
事
に
保
存
し
た
の
と
同
様
、
ま
こ
と
に
奥
ゆ
か
し
ひ
こ
と
と
申
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
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志
士
仁
人
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
意

忠
右
衞
門
翁
の
行
動
よ
り
何
を
學
ぶ
べ
き
か

論
語
に｢

志
士
仁
人
は
生
を
求
め
て
も
っ
て
も
っ
て
仁
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
身
を
殺
し
て
も
っ
て
仁
を
成
す｣

と
記
さ
れ
て
を

る
。
世
界
の
聖
人
と
称
せ
ら
れ
て
そ
の
教
旨
が
永
年
東
洋
の
社
会
道
徳
を
支
配
し
て
来
た
儒
教
の
元
祖
孔
子
の
詞
で
あ
る
。
こ

こ
に
仁
と
は
人
の
人
た
る
道
で
仁
義
と
も
云
い
、
義
は
正
義
で
正
し
い
道
を
指
す
。
こ
の
人
の
人
た
る
道
を
ま
も
る
た
め
に
は

一
身
一
家
の
利
害
な
ど
は
眼
中
に
お
か
ず
に
、
勇
敢
に
生
命
を
す
て
ゝ
で
も
精
進
す
る
と
ゆ
う
事
を
で
あ
り
、
一
も
っ
て
文
を

貫
く
と
も
い
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
只
実
際
に
あ
た
っ
て
生
を
す
て
ゝ
義
を
と
る
と
ゆ
う
よ
う
な
こ
と
は
余
程
修
養
の
出
来

た
者
か
、
ま
た
意
思
力
の
強
い
者
で
な
い
か
ぎ
り
で
き
な
い
行
で
あ
る
。
人
間
に
は
慾
望
が
あ
る
。
こ
の
慾
望
の
純
化
せ
ざ
る

迷
妄
か
ら
利
己
主
義
が
生
ま
れ
て
、
私
の
利
慾
の
ま
ゝ
に
行
動
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
動
物
の
世
界
が
あ
っ
て
、
人
倫
の
社
會

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
私
益
を
犠
牲
に
し
て
公
共
の
た
め
に
力
を
つ
く
す
処
に
人
と
し
て
の
行
が
あ
り
尊
敬
さ
る
べ
き

も
の
が
あ
る
。
髙
野
忠
右
衞
門
翁
が
郷
村
の
た
め
に
は
か
っ
て
行
動
し
た
漁
業
權
の
確
認
の
こ
と
が
、
一
朝
所
期
の
目
的
に
反

し
た
結
果
、
公
衆
の
目
前
で
自
決
し
て
村
民
の
心
に
強
き
刺
激
を
も
っ
て
そ
の
覺
惶
を
う
な
が
し
た
行
爲
は
全
く
志
士
仁
人
身

を
殺
し
て
仁
を
爲
す
稀
有
の
事
例
で
あ
る
が
、
よ
り
よ
き
理
解
を
こ
の
こ
と
に
も
た
な
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
生
む
恐
れ
が

あ
る
。

よ
り
て
二
、
三
の
点
に
於
て
解
説
を
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

忠
右
衞
門
翁
の
任
侠
の
意
義

基
本
生
活
權
の
伸
長
行
爲

人
は
信
義
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

昔
か
ら
義
侠
と
称
せ
ら
れ
る
人
の
多
く
は
、
民
權
の
擁
護
伸
長
の
た
め
に
闘
っ
た
。
大
抵
は
身
を
殺
し
て
仁
を
成
し
た
結
果
に

な
り
、
後
日
神
や
仏
に
祀
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
民
權
民
意
の
伸
長
に
か
ゝ
る
こ
と
が
多
い
結
果
、
相
手
は
国
の
權
力
者
に
対
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し
て
の
抗
爭
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
佐
倉
宗
五
郎
で
も
髙
野
の
義
人
で
も
同
じ
で
あ
る
。
我
が
髙
野
忠
右
衞
門
翁
の
場
合
は
時

代
も
ち
が
い
、
相
手
は
官
權
で
は
な
く
隣
接
の
村
浦
濱
之
瀬(

現
松
原
村
浜
之
瀬)

で
あ
り
、
其
の
爭
の
内
容
は
漁
場
の
境
界
線

が
何
処
か
と
云
う
事
で
あ
る
。
け
れ
共
自
村
の
權
益
の
主
張
た
る
点
に
於
て
は
同
じ
で
あ
る
。
由
来
漁
場
の
境
界
爭
と
い
う
も

の
は
甚
だ
解
決
の
至
難
な
問
題
で
あ
る
。
海
上
に
は
境
界
を
表
示
す
べ
き
も
の
が
少
い
か
ら
で
あ
る
。

塩
屋
浦
の
浜
は
南
方
に
岬
が
突
出
し
て
い
る
地
形
の
関
係
上
、
浜
は
北
西
に
向
か
っ
て
ひ
ら
け
て
を
る
形
で
あ
り
こ
れ
に
併
行

し
て
い
る
。
浜
の
瀬
浦
は
浜
が
西
南
に
ひ
ら
け
て
い
る
形
で
あ
り
、
互
に
相
隣
接
し
て
を
る
関
係
上
そ
の
延
長
線
の
交
叉
す
る

あ
た
り
で
、
境
界
の
相
衝
突
す
る
も
の
も
の
が
存
在
す
る
道
理
、
こ
こ
に
そ
の
境
界
と
す
べ
き
日
髙
川
口
が
存
在
し
、
そ
の
北

側
が
浜
の
瀬
・
南
側
が
塩
屋
と
そ
れ
で
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
川
口
は
常
に
一
定
す
る
所
が
な
く
、
大
抵
塩
屋
浦
に
不
利

益
に
南
流
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
日
髙
川
北
岸
は
御
坊
町
で
、
そ
の
堤
防
は
町
の
安
住
線
で
あ
る
た
め
に
絶
え
ず
修
築
し

て
河
流
の
氾
濫
を
防
止
し
て
を
る
。
こ
う
し
た
事
情
で
日
髙
川
口
は
一
里
位
の
上
流
か
ら
南
流
の
姿
勢
を
と
っ
て
を
る
。
故
に

水
流
は
自
然
塩
屋
浦
の
砂
浜
を
荒
廃
せ
し
め
て
、
地
曳
網
な
ど
の
操
業
も
不
自
由
な
も
の
に
な
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
こ
に
一

定
地
域
の
砂
浜
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
た
え
ず
日
髙
川
の
水
流
を
海
波
の
脅
威
に
よ
っ
て
荒
廃
に
皈
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
塩

屋
浦
漁
場
の
權
益
保
護
の
上
か
ら
忠
右
衞
門
の
擧
措
は
當
然
の
措
置
で
あ
り
、
決
し
て
自
村
の
利
益
の
み
を
眼
中
に
お
い
て
の

行
動
で
は
な
か
っ
た
も
の
を
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
元
来
卑
劣
な
国
民
で
、
公
事
訴
訟
な
ど
は
事
の

如
何
を
問
は
ず
や
る
も
の
で
な
い
と
云
う
考
方
で
あ
り
、
私
財
を
投
げ
て
公
共
の
た
め
に
す
る
こ
と
な
ど
尚
更
い
や
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心
持
の
人
々
が
當
時
忠
右
衞
門
翁
の
訴
訟
手
段
に
訴
え
て
も
、
自
村
の
正
當
な
權
益
を
主
張
し
よ
う

。

、

と
云
う
態
度
に
同
調
し
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る

こ
の
漁
場
境
界
線
が
忠
右
衞
門
翁
の
思
惑
通
り
に
ゆ
か
ず

訴
訟
に
ま
け
た
か
ら
と
云
っ
て
、
何
に
も
忠
右
衞
門
翁
が
生
命
を
す
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
程
の
事
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

若
干
村
の
面
目
と
ゆ
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
然
し
裁
判
に
は
勝
敗
の
あ
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
例
え
運
拙
く
し
て
敗

北
し
た
か
ら
と
い
っ
て
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

時
機
を
見
て
何
と
か
な
る
時
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ

く

る
。

髙
野
忠
右
衞
門
翁
の
自
決
の
動
機
の
一
つ
は
勿
論
松
永
某
が
売
信
行
爲
に
よ
る
裏
切
に
あ
る
。
自
分
が
信
じ
て
重
任
を
託
し
た

人
間
が
、
金
銭
利
慾
に
目
が
く
ら
ん
で
自
分
を
裏
切
っ
た
。
そ
の
裏
切
り
工
作
を
し
た
世
間
え
の
死
の
抗
議
と
、
私
利
私
慾
に

日
も
こ
れ
足
り
ず
、
自
村
の
權
益
の
伸
張
な
ど
は
馬
耳
東
風
に
い
る
我
利
我
利
亡
者
え
の
死
の
抗
議
、
一
死
愛
郷
こ
の
強
烈
な

真
似
の
で
き
な
い
激
し
い
行
動
か
ら
、
吾
々
は
何
を
斈
び
取
る
べ
き
で
あ
る
か
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
に
信
義
の
重
ん
ず
べ
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き
こ
と
で
あ
る
。
信
は
五
倫
五
常
の
一
徳
目
と
し
て
古
来
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
社
會
は
こ
の
信
義
を
目
標
と
し
て
成

立
し
て
い
る
。
人
に
し
て
信
な
け
れ
ば
車
の
輪
を
は
づ
し
た
よ
う
な
こ
と
で
、
社
交
も
な
い
明
友
の
交
も
な
い
犬
畜
生
の
社
会

で
あ
り
、
東
洋
君
子
の
国
で
は
信
義
な
き
人
は
人
の
風
上
に
お
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
忠
右
衞
門
翁
の
自
決
が
こ
の
背

信
不
義
の
徒
を
し
て
気
死
せ
し
め
、
松
永
某
を
し
て
犬
畜
生
に
も
劣
っ
た
人
間
た
ら
し
め
た
上
、
仲
介
者
天
田
の
某
や
浜
の
瀬

の
木
村
理
三
郎
氏
等
の
行
爲
ま
で
も
批
判
せ
し
め
ず
に
は
お
か
し
め
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
所
謂
社
會
道
義
の
確
立
・
道

徳
の
実
践
の
大
切
な
る
こ
と
を
永
遠
に
教
訓
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
人
を
だ
ま
し
た
場
合
ど
う
云
う
結
果
を
見
る
か
、
そ

の
激
烈
に
し
て
稀
有
な
る
一
例
を
こ
こ
に
見
る
。
そ
の
松
永
某
・
天
田
の
某
・
木
村
理
三
郎
氏
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
こ
れ
以
上

書
き
に
く
い
か
ら
省
略
し
て
、
た
ゞ
世
間
の
批
判
に
任
ぜ
る
が
、
実
情
を
御
調
査
に
な
れ
ば
な
る
程
と
う
な
ず
か
れ
る
と
了
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
正
當
な
權
益
の
主
張
に
ぐ
づ
つ
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
こ
に
忠
右
衞
門
の

行
動
に
つ
い
て
尚
二
つ
の
疑
点
を
釈
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
は
忠
右
衞
門
翁
の
自
殺
行
爲
で
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
云
え
ば
是
認
さ
れ
難
い
こ
と
で
あ
り
、
佛
教
の
面
か
ら

云
っ
て
も
同
一
結
論
に
な
る
か
と
思
う
。
東
洋
道
徳
特
に
日
本
の
武
士
道
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
或
場
合
死
を
以
て
自
己
の
意

思
を
表
明
す
る
と
云
う
事
は
、
決
し
て
感
情
的
な
自
恣
わ
が
ま
ゝ
か
ら
来
た
結
果
で
は
な
く
、
最
も
敢
聞
的
な
効
果
的
な
た
し

か
な
立
派
な
表
現
と
い
う
事
に
な
る
次
第
で
あ
り
、
是
認
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
。

二
は
此
の
場
合
忠
右
衞
門
翁
が
、
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
で
、
隠
忍
持
久
し
て
時
を
待
つ
べ
き
で
な
か
っ
た
か
と
云
う
点
で

あ
り
、
そ
う
し
た
含
靜
な
批
判
も
存
在
し
よ
う
し
、
ま
た
恩
讐
を
す
て
ゝ
遁
世
出
家
す
る
と
云
う
よ
う
な
行
き
方
も
考
え
ら
れ

？

な
く
は
な
い
。
老
の
一
徹
は
甚
だ
無
分
別
な
行
き
方
と
ゆ
う
見
方
も
で
き
よ
う
な
れ
ど
も
、
そ
こ
は
人
々
の
持
っ
て
生
ま
れ
た

性
分
で
、
意
思
力
の
強
烈
な
忠
右
衞
門
翁
と
し
て
は
自
己
の
性
格
の
命
ず
る
ま
ゝ
の
皈
結
を
と
っ
た
ま
で
で
、
格
別
批
判
さ
れ

る
べ
き
余
地
は
存
し
な
い
と
思
は
れ
る
。
單
に
腹
立
の
余
自
殺
し
た
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
忠
右
衞
門
翁
は
い
た
づ
ら

に
感
情
の
奴
隷
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
を
、
く
り
か
え
し
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
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忠
右
衞
門
翁
の
生
家
父
祖

道
徳
教
育
の
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
一
死
を
も
っ
て
教
訓
し
た
髙
野
忠
右
衞
門
翁
は
、
髙
野
源
右
衞
門
氏
の
二
男
と
し
て
天
保
三

年
九
月
三
日
我
が
塩
屋
村
に
う
ま
れ
た
。
昭
和
廿
三
年
か
ら
か
ぞ
え
て
百
十
六
年
前
で
あ
る
。

○

髙
野
家
は
数
十
代
続
い
た
旧
家
で
あ
る
と
の
云
い
伝
え
が
あ
る
が
、
宝
永
・
安
政
両
度
の
大
津
浪
の
た
め
に
詳
細
判
別
し
な
い

が
、
仝
家
の
沿
革
を
語
る
言
伝
え
が
二
つ
の
伝
説
と
な
っ
て
存
在
す
る
。

一
は
建
久
年
間
（
昭
和
廿
三
年
よ
り
か
ぞ
え
て
七
百
五
十
一
年
程
前
）
に
、
後
鳥
羽
上
皇
が
熊
野
御
幸
の
た
め
に
日
髙
川
北
岸

ま
で
南
下
せ
ら
れ
た
時
に
、
日
髙
川
が
未
曾
有
の
増
水
で
渡
河
に
難
澁
せ
ら
れ
た
。
時
に
髙
野
家
の
先
祖
の
某
が
円
満
寺
の
先

祖
某
と
（
岡
本
左
近
之
進
）
と
協
力
し
、
網
船
を
使
用
し
て
上
皇
を
無
事
渡
河
さ
せ
申
し
た
。
そ
の
功
に
よ
っ
て
上
皇
か
ら
記

念
と
し
て
二
つ
に
破
れ
た
五
本
骨
の
扇
を
拝
領
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
に
從
え
ば
髙
野
家
は
七
、
八
百
年

の
旧
家
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

二
は
其
れ
よ
り
も
二
、
三
百
年
お
く
れ
て
い
る
。
応
仁
の
大
乱
後
に
士
分
で
あ
っ
た
當
時
の
髙
野
家
の
先
祖
が
、
京
都
か
ら
熊

野
を
さ
し
て
落
ち
の
び
ん
と
し
て
塩
屋
浦
ま
で
来
た
時
に
、
た
ま

同
伴
の
長
子
が
病
没
し
た
の
で
、
遂
に
熊
野
落
ち
を
思

く

い
と
ゞ
ま
り
當
村
に
永
住
す
る
に
至
っ
た
と
云
う
。
応
仁
の
乱
と
い
え
ば
今
か
ら
四
百
八
十
一
年
前
で
あ
る
。
後
説
に
よ
っ
て

も
相
當
ふ
る
い
話
で
あ
り
、
相
當
つ
ゞ
い
て
来
た
旧
家
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

○

忠
右
衞
門
翁
の
父
源
右
衞
門
氏
は
も
と
江
戸
通
の
船
頭
を
し
て
お
っ
た
。
江
戸
通
の
船
は
大
抵
三
千
石
積
位
の
船
で
乘
組
員
氏

は
廿
七
、
八
人
。
江
戸
通
の
船
乘
は
當
時
船
乘
と
し
て
は
一
人
前
の
腕
で
あ
る
。
大
抵
兵
庫
あ
た
り
で
米
酒
を
積
ん
で
江
戸
え

運
送
す
る
の
で
あ
る
。
源
右
衞
門
氏
の
乘
組
船
が
あ
る
時
遠
州
灘
で
遭
難
し
て
、
漂
流
廿
一
日
目
に
八
丈
島
に
漂
着
し
た
と
こ

ろ
、
島
民
の
海
賊
行
爲
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
生
命
は
助
か
り
乘
組
全
員
着
の
み
着
の
ま
ゝ
江
戸
え
皈
る
こ
と
を

得
、
乞
食
同
然
の
哀
れ
な
旅
を
つ
ゞ
け
て
皈
村
、
ふ
っ
つ
り
船
乘
稼
業
を
や
め
て
王
子
川
の
橋
詰
に
材
木
屋
を
開
業
し
て
一
生

を
終
っ
た
。

年

月

日
歿

享
年

才
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忠
右
衞
門
翁
の
生
立

「
柂
檀
は
二
葉
よ
り
香
し
」
と
云
う
諺
の
と
う
り
、
忠
右
衞
門
翁
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
容
貌
魁
偉
で
あ
り
、
幼
時
か
ら
衆
童

に
比
し
て
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
十
三
歳
の
こ
ろ
、
紀
州
藩
の
上
席
家
老
で
田
辺
藩
五
万
三
千
石
の
領
主
の
安
藤
飛
騨
守
帶
刀

、

、

、

、

が

若
山
か
ら
田
辺
え
皈
城
の
途

そ
の
乘
物
が
王
子
神
社
鳥
居
前
に
さ
し
か
ゝ
っ
た
際

忠
右
衞
門
翁
ま
だ
十
三
歳
の
頑
童

何
知
ら
ず
そ
の
籠
脇
を
横
切
っ
た
。
行
列
横
断
は
大
罪
で
不
礼
打
に
あ
っ
て
も
仕
方
の
な
い
掟
、
警
護
の
武
士
が
忠
右
衞
門
を

と
り
お
さ
え
て
殿
様
の
前
に
ひ
き
す
え
た
。
大
抵
の
者
な
ら
此
の
場
合
に
咆
驚
仰
天
し
て
顔
色
な
ど
土
色
に
な
る
処
で
あ
る
の

に
、
忠
右
衞
門
翁
は
泰
然
自
若
と
し
て
平
素
と
少
し
も
か
わ
ら
な
い
態
度
で
を
っ
た
。
そ
の
様
子
を
籠
の
中
か
ら
じ
っ
と
眺
め

た
安
藤
候
が
何
も
仰
言
ら
ず
に
そ
の
ま
ゝ
田
辺
へ
皈
城
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
幾
日
か
た
っ
て
安
藤
氏
か
ら
髙
野
氏
へ
使
者
が
見

え
た
の
で
、
さ
て
は
先
日
の
御
咎
か
と
父
源
右
衞
門
氏
を
は
じ
め
家
内
一
同
大
い
に
お
ど
ろ
い
て
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ

た
。
使
い
の
趣
は
先
日
の
咎
め
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
忠
右
衞
門
氏
の
材
器
を
見
込
ん
で
武
士
に
仕
立
て
た
い
か
ら
田
辺
え
よ

こ
さ
せ
よ
と
と
云
う
上
旨
で
あ
っ
た
。
髙
野
家
で
は
名
譽
の
こ
と
と
思
っ
た
が
、
何
分
士
分
を
す
て
た
次
第
を
申
し
上
げ
て
お

断
り
申
し
上
げ
た
と
い
う
。

か
く
て
忠
右
衞
門
翁
が
長
ず
る
に
及
ん
で
、
身
長
六
尺
三
寸
四
分
、
体
重
廿
八
貫
と
云
う
魁
偉
な
大
丈
夫
と
な
り
、
膂
力
衆
人

に
す
ぐ
れ
、
十
二
文
の
足
袋
を
は
い
た
。
八
十
貫
位
の
荷
を
か
つ
ぐ
ご
と
は
易
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
塩
屋
和
歌
山
間
を
一
日

に
し
て
徒
歩
往
復
し
た
と
い
う
。
ま
た
祭
礼
の
節
に
は
五
反
幟
二
本
を
一
手
に
樂
々
と
お
こ
し
て
衆
人
の
喝
采
を
博
し
た
と
も

。

、

。

云
う

か
ゝ
る
次
第
で
意
思
力
強
く
気
性
豪
邁
闊
達

つ
ね
に
一
旦
決
す
れ
ば
千
万
人
と
雖
も
我
行
か
ん
気
概
を
藏
し
て
い
た

忠
右
衞
門
翁
魚
問
屋
を
は
じ
む

忠
右
衞
門
翁
は
父
源
右
衞
門
氏
の
業
を
つ
い
で
材
木
商
を
や
っ
て
を
っ
た
の
で
あ
る
が
、
忠
右
衞
門
翁
の
人
と
な
り
を
見
込
ん

で
網
元
か
ら
の
再
三
の
勸
誘
を
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
任
侠
の
気
分
が
つ
い
に
材
木
商
を
廃
業
し
て
、
こ
こ
に
魚
問
屋
に
な
ら
し

め
た
。
実
に
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
忠
右
衞
門
翁
の
漁
業
權
問
題
へ
の
つ
な
が
り
も
此
処
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

塩
屋
の
網
元
某
等
が
忠
右
衞
門
翁
に
魚
問
屋
を
や
る
こ
と
を
頼
み
進
め
て
、
断
る
の
を
聞
か
ず
に
再
三
・
再
四
勧
請
し
、
忠
右
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衞
門
翁
も
ま
た
父
の
祖
業
を
す
て
ゝ
断
然
魚
商
を
は
じ
む
る
気
に
な
っ
た
の
に
は
然
る
べ
き
事
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
忠
右
衞

門
翁
が
や
ら
な
い
限
り
網
の
経
営
が
困
難
す
る
と
い
う
次
第
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
當
時
地
曳
網
を
経
営
し
て
い
た
某
氏
が
權

、

、

、

四
郞
と
い
う
番
頭
を
お
い
て

こ
れ
に
水
揚
し
た
生
魚
の
賣
掛
け
代
金
の
取
立
を
や
ら
し
て
い
た
が

相
手
が
棒
手
振
の
魚
屋

雨
天
の
際
は
必
ず
値
切
ら
れ
て
始
末
に
お
え
ず
、
代
金
の
回
収
も
中
々
容
易
で
な
い
。
權
四
郞
と
云
う
男
も
中
々
し
っ
か
り
も

の
で
あ
っ
た
が
、
或
時
暇
を
願
い
出
て
い
う

「
如
何
程
月
給
を
戴
い
て
も
、
も
う
今
日
限
り
こ
の
仕
事
は
つ
と
ま
ら
な
い
か

。

ら
や
め
さ
し
て
貰
う

」
と
。
藪
か
ら
棒
の
話
だ
が
決
意
が
固
い
。
な
に
が
そ
う
さ
せ
た
か
よ
く

訳
を
聞
く
と
、
浜
の
瀬

。

く

の
或
魚
屋
へ
掛
金
を
取
立
て
に
ゆ
く
と
、
表
の
魚
籠
の
修
繕
を
し
て
い
た
男
が
ど
う
し
た
は
ず
み
か
ひ
ど
く
立
腹
し
て
、
出
刃

包
丁
を
も
っ
て
權
四
郞
に
立
向
か
っ
て
来
た
の
で
、
這
々
の
態
で
逃
げ
皈
っ
て
来
た
と
い
う
始
末
で
、
網
元
も
こ
の
魚
屋
相
手

の
商
売
に
は
ほ
と

手
を
燒
い
て
ど
う
に
も
仕
様
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
忠
右
衞
門
翁
な
ら
ば
こ
の
困
難
を
克
服
し
て
、
網

く

元
も
営
業
の
立
ゆ
く
経
営
が
で
き
様
、
網
元
経
営
の
う
ま
く
ゆ
く
や
否
や
は
浦
の
漁
民
の
死
活
問
題
で
あ
る
。
忠
右
衞
門
翁
の

任
侠
心
が
つ
い
に
魚
問
屋
を
承
認
、
問
屋
口
銭
百
分
の
七
・
期
間
は
孫
の
末
代
ま
で
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
忠
右

衞
門
翁
が
魚
問
屋
と
な
っ
て
か
ら
は
、
他
村
の
魚
屋
連
も
自
然
に
風
儀
を
改
め
て
、
掛
売
金
の
回
収
も
順
調
に
運
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
後
忠
右
衞
門
翁
は
塩
屋
浦
漁
業
組
合
長
と
し
て
斯
界
に
盡
力
す
る
こ
と
、
実
に
前
後
四
十
余
年
に
及
ん
で
お

り
数
々
の
業
績
を
残
し
て
い
る
が
、
中
に
つ
き
塩
屋
浦
漁
業
問
題
な
そ
翁
が
名
目
通
り
生
命
を
か
け
た
事
案
で
あ
り
、
翁
な
き

現
代
も
ま
た
将
来
も
、
塩
屋
浦
の
つ
ゞ
く
限
り
・
そ
の
漁
法
の
革
命
な
き
限
り
、
重
要
性
の
失
は
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、

我
々
一
同
の
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

塩
屋
浦
漁
場
問
題

明
治
丗
六
年
漁
業
法
が
発
布
さ
れ
て
、
各
漁
村
の
漁
場
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
制
定
は
從
来
公
定
し
て
な
か
っ

た
漁
場
を
公
定
す
る
訳
で
あ
る
の
で
相
當
の
重
要
性
が
あ
っ
た
。
忠
右
衛
門
翁
わ
塩
屋
浦
漁
業
組
合
長
と
し
て
、
塩
屋
浦
漁
民

の
福
利
増
進
は
こ
の
時
に
あ
り
と
し
て
、
利
害
関
係
深
き
浜
の
瀬
等
に
対
し
、
塩
屋
浦
漁
場
の
区
域
は
日
髙
川
北
海
見
通
し
の

、

、

。

線
を
も
っ
て
す
べ
し
と
の
趣
旨
を
主
張
し
た
る
に
対
し

浜
の
瀬
側
は
承
認
せ
ず
協
定
不
成
立

即
ち
爭
と
な
っ
た
の
で
あ
る

。

。

こ
の
時
に
忠
右
衛
門
翁
に
は
右
の
主
張
の
是
認
さ
る
べ
き
自
信
が
あ
っ
た

沿
革
的
の
事
情
が
塩
屋
浦
に
有
利
に
な
っ
て
を
る
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も
と
も
と
日
髙
川
の
流
れ
が
漸
次
に
南
蝕
し
て
い
る
。
以
前
は
も
っ
と
北
側
を
流
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
川
口
も
も
っ

と
北
寄
り
に
開
け
て
ゐ
た

。
よ
っ
て
川
口
以
南
が
塩
屋
領
と
す
れ
ば
、
從
前
通
り
な
ら
ば
北
寄
り
に
ま
で
塩
屋
領
が
延
び
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
主
張
を
裏
書
き
す
る
事
件
の
判
決
が
文
久
六
年
に
あ
る
。
事
は
コ

レ
ラ
病
患
者
死
亡
者
の
処
置
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
當
年
日
髙
川
口
繋
留
の
船
中
よ
り
コ
レ
ラ
病
患
の
死
亡
者
が
出
た
。
そ

の
処
置
に
つ
き
領
分
爭
が
お
こ
り
、
島
村
代
官
所
の
裁
判
の
結
果
右
場
所
が
塩
屋
浦
領
と
判
定
さ
れ
、
塩
屋
浦
で
処
置
し
た
事

例
が
あ
る
。
こ
の
裁
判
書
を
唯
一
の
証
拠
と
し
て
今
漁
業
場
の
領
域
の
裁
定
を
受
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
動
し
が
た

い
生
き
た
事
実
に
よ
っ
て
立
証
せ
ら
れ
た
時
、
浜
の
瀬
側
に
は
何
の
反
証
も
な
い
か
ら
裁
判
の
結
果
は
あ
ら
か
じ
め
分
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
浜
の
瀬
側
代
表
木
村
理
三
郎
氏
等
に
苦
肉
の
策
が
考
え
ら
れ
た
。

當
時
塩
屋
浦
の
実
權
を
握
っ
て
い
た
の
は
忠
右
衛
門
翁
で
あ
っ
た
が
、
忠
右
衛
門
翁
は
法
律
に
明
る
く
な
い
、
こ
の
場
合
法
律

に
明
る
い
人
を
表
面
に
立
て
た
な
ら
ば
鬼
に
金
棒
と
い
う
も
の
。
た
ま

當
時
高
野
山
の
僧
籍
に
あ
っ
て
、
後
還
俗
し
警
察

く

官
と
な
っ
て
塩
屋
村
巡
査
と
な
り
、
後
塩
屋
村
々
長
と
な
っ
て
い
た
香
川
県
人
松
永
公
一
氏
を
表
面
に
立
て
ゝ
事
を
進
む
る
事

に
し
、
忠
右
衛
門
翁
は
こ
の
松
永
氏
に
文
久
六
年
の
代
官
所
の
判
決
文
な
ど
重
要
書
類
を
手
交
し
て
、
敢
闘
主
張
貫
徹
の
努
力

を
依
頼
し
た
。
こ
れ
が
間
違
い
の
も
と
で
、
浜
の
瀬
側
の
苦
肉
の
策
は
つ
い
に
松
永
氏
と
無
二
の
親
友
で
あ
る
天
田
の
某
（
七

村
氏
）
を
通
じ
て
松
永
氏
に
及
ん
だ
。
松
永
氏
も
良
心
に
從
い
初
め
は
決
し
て
妥
協
に
応
じ
な
か
っ
た
が
、
當
時
松
永
氏
は
東

牟
婁
方
面
で
樟
惱
製
造
事
業
に
手
を
出
し
相
當
負
債
も
あ
っ
た
の
で
、
つ
い
に
利
慾
に
目
が
く
ら
み
金
参
百
円
也
の
金
に
よ
っ

て
買
収
さ
れ
、
忠
右
衛
門
翁
及
び
塩
屋
浦
を
裏
切
り
、
醜
名
を
千
載
の
も
と
に
さ
ら
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
裏
切
者
と
な
っ

た
松
永
公
一
氏
は
早
速
髙
野
家
に
忠
右
衛
門
翁
を
訪
ね
、
ま
こ
と
し
な
や
か
な
口
吻
で

髙
野
さ
ん
、
私
全
く
あ
な
た
に
対
し
合
わ
す
顔
の
な
い
失
敗
を
演
じ
ま
し
た
。
即
ち
昨
夜
保
田
屋
旅
館
で
町
村
長
會
が
あ

り
、
一
杯
の
ん
で
人
力
車
で
皈
る
途
中
、
あ
な
た
か
ら
預
っ
て
い
た
大
切
な
あ
の
判
決
文
や
現
金
廿
円
を
入
れ
た
風
呂
敷

包
を
お
と
し
て
い
ま
い
ま
し
た
。
金
は
僅
か
で
す
が
、
あ
の
判
決
文
こ
そ
今
度
の
漁
場
權
判
定
に
も
っ
と
も
有
力
な
証
拠

と
な
っ
て
い
る
時
、
こ
れ
を
紛
失
し
て
何
と
も
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。

松
永
氏
の
言
葉
を
だ
ま
っ
て
き
い
て
い
た
忠
右
衛
門
翁
は
「
ウ
ー
ム
」
と
う
な
り

「
髙
野
の
運
命
も
き
わ
ま
っ
た
。
コ
ラ
松

、

永
お
前
の
云
う
こ
と
は
唯
だ
ま
っ
て
聞
い
て
お
い
て
や
る
が
よ
く
覺
え
て
お
け
よ

」
と
答
え
て
手
を
拱
い
て
考
え
込
ん
だ
忠

。

右
衛
門
翁
で
あ
っ
た
が
、
今
さ
ら
引
く
に
は
引
か
れ
ぬ
羽
目
の
漁
業
場
權
爭
を
続
け
た
も
の
の
、
肝
心
唯
一
の
証
拠
文
書
の
紛

失
は
つ
い
に
忠
右
衛
門
翁
の
意
圖
を
実
現
せ
し
む
る
に
至
ら
ず
、
千
百
の
努
力
も
及
ば
ず
、
お
わ
り
に
塩
屋
浦
の
主
張
が
敗
訴
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す
る
処
と
な
っ
た
。
誰
援
助
す
る
と
云
う
で
は
な
く
、
自
己
の
田
畑
を
処
分
し
た
資
（
私
）
材
を
投
じ
て
爭
っ
た
名
譽
を
か
け

た
漁
場
問
題
も
、
つ
い
に
自
村
の
敗
北
に
皈
し
た
そ
の
主
因
が
、
唯
一
肝
心
の
証
拠
書
類
の
紛
失
と
い
う
無
責
任
な
松
山
公
一

の
行
爲
に
よ
る
訳
だ
が
、
過
失
と
す
れ
ば
咎
め
よ
う
も
な
い
。
忠
右
衛
門
翁
は
憤
懣
の
情
を
如
何
と
も
し
難
い
日
々
を
送
っ
て

い
た
こ
と
と
想
像
に
難
く
な
い
。

悪
事
千
里
を
奔
り
・
天
知
り
・
地
知
り
・
人
が
知
る
。
松
山
公
一
氏
が
金
参
百
円
の
金
に
目
が
く
れ
、
敵
方
の
売
収
に
応
じ
て

自
ら
村
長
を
し
て
を
る
塩
屋
村
の
人
々
を
あ
ざ
む
き
、
漁
業
組
合
の
不
利
益
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
日
な
ら

ず
し
て
判
明
し
た
。
こ
の
時
忠
右
衛
門
翁
の
憤
激
は
極
度
に
達
し
、
怒
髪
天
を
つ
い
た
の
で
あ
る
。
松
永
公
一
は
良
心
の
呵
責

に
た
え
か
ね
て
、
早
速
塩
屋
村
長
を
辞
し
御
坊
町
松
原
通
岩
国
屋
西
隣
（
岡
西
履
物
店
の
家
）
に
寓
居
履
物
商
を
営
み
、
日
を

経
て
自
己
の
行
爲
に
関
す
る
悔
恨
に
せ
め
ら
れ
て
、
悲
嘆
の
ド
ン
底
に
彷
徨
し
て
い
た
。

人
を
は
ゞ
か
る
は
人
を
倒
す
の
安
き
に
し
か
ず
、
忠
右
衛
門
は
決
心
し
た
。
他
の
信
を
裏
切
っ
た
人
間
を
た
ゝ
き
切
っ
て
自
分

も
自
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
道
義
を
正
し
く
す
る
の
道
こ
の
外
に
は
な
い
。
一
日
ピ
ス
ト
ル
を
携
え
短
刀
を
の
ん
で
松
永
氏
方

に
至
っ
た
忠
右
衛
門
翁
は
、
折
か
ら
居
合
し
た
松
永
氏
を
見
る
や
、
ま
づ
拳
固
を
も
っ
て
松
永
氏
を
は
り
と
飛
ば
し
た
。
松
永

氏
は
一
言
も
な
く
土
間
に
た
ゝ
き
伏
せ
ら
れ
た
が
、
自
己
の
行
爲
に
恥
じ
て
手
向
い
す
る
考
は
な
く
、
忠
右
衛
門
翁
の
な
す
が

ま
ゝ
に
任
せ
た
。
こ
の
時
松
永
氏
の
娘
二
人
、
ま
だ
い
た
い
け
な
い
十
三
才
と
十
二
才
の
女
童
が
、
忠
右
衛
門
翁
に
取
す
が
っ

て
哀
訴
糾
号
し
て
父
の
助
命
を
乞
う
た
。
鬼
を
も
ひ
し
ぐ
翁
も
憎
さ
も
憎
き
松
永
氏
、
そ
っ
首
を
叮
き
斬
っ
て
自
分
も
自
決
す

る
考
え
で
乘
り
込
ん
で
来
た
忠
右
衛
門
翁
で
あ
っ
た
が
、
子
供
に
何
の
罪
が
あ
ろ
う
、
任
侠
の
常
と
し
て
涙
も
ろ
い
。
測
隠
の

情
に
堪
え
な
い
。
す
べ
て
を
子
供
に
免
じ
て
一
切
を
あ
き
ら
め
て
皈
っ
た
忠
右
衛
門
翁
で
あ
っ
た
。

忠
右
衛
門
翁
の
最
後

す
べ
て
は
経
過
し
た
。
た
ゞ
お
さ
ま
ら
な
い
の
は
忠
右
衛
門
翁
の
胸
中
で
あ
る
。
如
何
と
も
し
難
い
感
情
お
さ
ま
ら
な
い
。
感

情
そ
れ
こ
れ
日
頃
の
鬱
憤
を
は
ら
す
周
囲
一
切
に
無
限
の
警
告
を
與
え
覺
惶
を
促
す
道
。
一
堂
は
男
ら
く
自
裁
し
て
は
つ
る
こ

と
で
あ
る
。
忠
右
衛
門
翁
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
得
る
処
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
一
月
廿
四
日
（
亡
父
源
右
衛
門
の
命
日
）
夕

方
ま
で
に
北
塩
屋
二
百
戸
、
一
戸
必
ず
一
人
づ
つ
円
満
寺
え
集
合
せ
ら
れ
た
い
旨
を
布
令
し
て
、
後
妻
女
に
対
し
今
夜
ひ
ょ
っ
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と
し
た
ら
大
勢
村
の
人
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
菎
蒻
の
煮
〆
百
人
分
を
つ
く
っ
て
お
け
と
命
じ
て
、
家
を
出
て
夕
刻
皈

宅
、
妻
女
が
命
令
通
り
造
っ
た
菎
蒻
の
煮
〆
を
味
見
の
後
、
一
個
の
柳
行
李
を
抱
え
て
円
満
寺
え
向
か
っ
た
。
そ
の
時
家
を
出

る
や
ふ
り
む
い
て
自
家
の
棟
瓦
な
ど
を
し
げ

と
眺
め
て
立
ち
去
り
、
さ
ら
に
親
戚
に
あ
た
る
山
田
新
五
郎
氏
宅
に
至
り
、

く

嗣
子
庄
藏
氏
外
二
名
の
女
の
子
の
事
な
ど
を
話
し
、
万
事
そ
れ
と
な
く
依
頼
し
立
去
っ
た
の
で
、
山
田
氏
も
不
審
に
思
っ
た
と

い
う
。

円
満
寺
に
は
既
に
大
半
の
区
民
が
集
合
し
て
、
忠
右
衛
門
翁
の
出
席
を
待
っ
て
い
た
。
忠
右
衛
門
翁
は
小
憩
の
後
、
か
ね
て
用

意
の
演
壇
に
立
ち
、
持
参
の
柳
行
李
よ
り
種
々
書
類
を
取
出
し
、
衆
に
示
し
て
後
北
塩
屋
の
情
勢
・
一
区
民
の
横
暴
・
漁
業
權

問
題
の
経
緯
・
松
永
公
一
の
裏
切
等
言
々
血
を
吐
く
熱
辯
を
ふ
る
い
、
最
後
に
私
亡
き
後
と
雖
も
村
の
衆
は
協
力
一
致
、
村
の

た
め
働
い
て
貰
い
度
い
と
云
い
終
る
か
終
ら
な
い
瞬
間
、
所
持
の
短
刀
を
も
っ
て
割
腹
し
、
さ
ら
に
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
咽
喉

を
う
ち
ぬ
き
、
こ
こ
に
豪
快
七
十
五
歳
の
生
涯
を
と
じ
、
居
並
ぶ
村
民
に
一
生
も
・
二
生
も
忘
れ
る
事
の
で
き
な
い
強
烈
な
印

象
を
の
こ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
悲
壯
な
最
後
に
対
し
、
村
民
一
同
全
く
腦
天
を
ガ
ン
と
叮
か
れ
た
程
の
強
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
今
更
の
よ
う
に
忠
右
衛

門
翁
の
烈
々
た
る
愛
郷
心
に
慟
哭
し
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
當
時
と
し
て
は
珍
し
い
区
民
葬
と
い
う
べ
く
区
民
惣
出
で
見
送
る

と
云
う
次
第
で
、
故
老
向
山
菊
松
氏
の
思
出
に
よ
れ
ば
、
こ
の
葬
式
で
円
満
寺
か
ら
出
棺
の
時
・
棺
葬
場
着
の
時
・
嗣
子
庄
藏

氏
焼
香
の
時
と
三
度
、
各
一
発
の
花
火
を
打
上
げ
た
と
い
う
。

忠
右
衛
門
翁
の
自
決
は
も
と
よ
り
覺
悟
の
自
殺
で
、
精
神
に
釐
毛
錯
乱
の
筋
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
家
事
の
事
な
ど
も
悉

、

。

。

く
遺
書
に
認
め
て

後
事
の
憂
を
な
く
し
て
後
や
っ
た
こ
と
で
あ
る

遺
書
の
中
に
二
首
の
辞
世
の
歌
が
書
き
記
さ
れ
て
い
た

歌
の
文
字
用
法
が
口
語
と
文
法
語
と
チ
ャ
ン
ポ
ン
で
あ
る
が
、
そ
の
意
は
村
の
こ
と
を
思
う
情
を
切
々
と
う
た
っ
て
を
っ
て
、

人
の
胸
を
う
つ
も
の
が
あ
る
。

身
は
こ
こ
に
露
と
き
え
て
も
行
末
の

心
に
か
ゝ
る
袖
の
村
雨

夜
嵐
の
花
と
ち
る
身
は
い
と
は
ね
ど

心
に
か
ゝ
る
村
雨
の
空

後
年
区
民
有
志
相
謀
り
円
満
寺
境
内
に
、
翁
の
頌
徳
碑
を
建
立
し
翁
の
辞
世
を
刻
し
て
、
翁
の
遺
徳
を
伝
え
て
い
る
。

、

、

。

因
み
に
昭
和
廿
三
年
七
月
廿
五
日
午
後
一
時

塩
屋
公
民
館
主
催
で
翁
の
頌
徳
法
要
を
盛
大
に
営
み

翁
の
愛
郷
心
を
偲
ん
だ
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忠
右
衛
門
翁
余
薫

忠
右
衛
門
翁
の
最
後
が
公
衆
の
面
前
で
、
腹
か
き
切
っ
て
自
殺
を
遂
げ
た
と
云
う
、
全
く
劇
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
々
は

其
の
点
に
気
を
と
ら
れ
印
象
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
眞
劔
な
態
度
に
う
た
る
ゝ
が
、
翁
の
一
生
涯
は
忠
実
な
村
民
と
し
て
終
始
し

て
お
り
、
決
し
て
奇
矯
な
る
言
動
の
あ
っ
た
畸
人
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
の
初
年
か
ら
村
會
議
員
と
し
て
村
政
に
盡
す
こ
と
十

有
八
年
余
、
ま
た
宮
・
寺
の
世
話
人
と
し
て
も
公
共
の
事
に
つ
い
て
は
、
何
に
つ
け
て
も
盡
力
し
た
所
が
多
々
あ
る
。
う
ち
二

三
の
事
例
を
摘
出
抄
記
す
れ
ば
左
の
如
し
。

北
塩
屋
か
ら
大
濱
に
行
く
に
元
橋
架
が
な
く
、
そ
の
た
め
漁
民
の
不
便
が
甚
し
か
っ
た
。
よ
っ
て
架
橋
の
事
を
そ
の
筋
に
嘆
願

す
る
こ
と
数
度
に
及
ん
だ
が
、
船
舶
業
者
の
反
対
も
あ
っ
て
、
容
易
に
目
的
を
達
せ
ず
で
あ
っ
た
が
、
忠
右
衛
門
翁
の
熱
心
な

運
動
つ
い
に
よ
く
、
架
橋
の
事
が
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
十
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
饑
饉
が
あ
り
至
る
所
に
餓
死
者
を
見
る
の
惨
状
で
あ
っ
た
。
義
心
人
に
す
ぐ
れ
た
翁
は
こ

の
惨
状
を
生
視
す
る
に
し
の
び
ず
、
私
財
を
な
げ
う
っ
て
粥
・
味
噌
汁
な
ど
を
炊
出
し
て
難
民
を
救
恤
し
た
と
い
う
。
安
政
元

年
九
月
の
大
津
浪
の
時
に
は
北
塩
屋
に
も
相
當
の
被
害
被
害
が
あ
り
、
山
田
長
太
郎
氏
方
北
方
で
家
百
三
十
戸
程
流
れ
、
六
六

人
死
人
あ
り
た
り
と
當
時
の
記
録
に
あ
る
。
こ
の
惨
状
を
目
撃
し
て
お
る
忠
右
衛
門
翁
は
、
避
難
道
路
の
完
成
を
痛
感
し
機
会

あ
る
毎
に
区
民
に
よ
び
か
け
て
万
一
の
場
合
を
警
戒
し
た
が
、
生
前
つ
い
に
そ
の
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
嗣
子
庄
藏
氏
翁
の
丗

三
回
忌
の
時
、
村
民
の
協
力
を
得
て
こ
の
道
路
を
完
成
し
、
翁
の
遺
志
を
み
た
し
た
。
至
孝
の
こ
と
、
今
俗
に
云
う
葬
式
道
と

い
う
も
の
之
で
あ
る
。

明
治
廿
四
年
の
頃
た
ま

日
髙
川
口
が
閉
塞
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
治
廿
二
年
水
害
の
直
後
の
こ
と
と
て
、
郡
内
各
町
村

く

各
一
戸
一
人
の
人
夫
が
川
口
に
集
ま
り
川
口
堀
切
を
は
じ
め
た
処
が
、
そ
の
場
所
が
塩
屋
浦
漁
場
を
中
断
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
れ
を
見
知
っ
た
忠
右
衛
門
翁
は
身
を
挺
し
て
交
渉
し
、
つ
い
に
堀
鑿
を
や
め
し
め
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
適
當
な
処
に

川
口
が
出
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
代
貯
木
場
と
な
っ
て
い
る
所
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堤
の
辺
を
、
以
前
千
本
杭
と
云
う
多
数
の
松
杭
を
う
ち
こ
み
、
其
の
間
に
石

を
お
い
て
い
た
。
日
髙
川
の
川
口
が
不
適
當
に
南
方
に
で
き
、
川
流
が
南
流
し
て
塩
屋
浦
漁
場
に
害
を
及
ぼ
す
の
を
防
止
す
る

た
め
で
あ
る
。
こ
の
千
本
杭
の
創
始
者
は
忠
右
衛
門
翁
で
あ
り
、
翁
は
こ
の
千
本
杭
の
保
護
者
で
も
あ
っ
た
。
千
本
杭
を
抜
き
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と
る
者
の
あ
っ
た
時
は
補
足
し
て
こ
れ
を
守
っ
た
。
こ
の
千
本
杭
に
よ
っ
て
川
口
の
位
置
も
不
適
當
に
移
動
せ
ず
、
漁
業
上
に

も
・
船
舶
業
者
に
も
利
便
を
與
え
た
。

明
治
初
年
の
頃
は
塩
屋
村
の
祭
礼
は
、
南
北
塩
屋
・
天
田
・
森
岡
・
猪
野
々
・
南
谷
・
明
神
川
七
ヶ
字
合
併
の
大
祭
礼
で
あ
っ

た
が
、
祭
に
つ
き
も
の
の
喧
嘩
が
は
げ
し
い
た
め
に
、
遂
に
其
の
筋
か
ら
余
興
中
止
の
指
令
を
受
く
る
の
や
む
を
得
ざ
る
の
仕

宣
と
な
っ
た
。
余
興
取
止
め
の
祭
礼
の
さ
み
し
さ
と
い
う
も
の
は
お
話
に
な
ら
な
い
。
依
っ
て
余
興
の
許
可
方
に
つ
き
若
衆
達

は
鳩
首
協
議
の
結
果
、
忠
右
衞
門
翁
を
煩
す
こ
と
に
な
っ
た
。
忠
右
衛
門
翁
は
持
前
の
侠
骨
を
発
揮
し
、
祭
事
の
全
責
任
を
忠

右
衞
門
翁
に
皈
し
、
如
何
な
る
場
合
に
も
忠
右
衞
門
翁
の
命
令
に
服
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
余
興
取
止
め
を
取
消
し
の
許
可

を
得
て
、
祭
礼
を
擧
行
し
て
十
三
年
間
事
な
き
を
得
た
と
い
う
。
其
の
間
酩
酊
し
て
喧
嘩
口
論
す
る
者
が
あ
っ
て
も
、
忠
右
衞

門
翁
の
鶴
の
一
声
で
お
さ
ま
っ
て
、
愚
圖
つ
い
て
お
さ
ま
ら
な
い
も
の
は
王
子
川
へ
ほ
う
り
こ
ん
で
お
さ
め
た
と
云
う
。
衆
望

の
皈
す
る
処
斯
く
の
如
く
で
あ
っ
た
。

昭
和
廿
三
年
十
二
月
十
五
日

昭
和
丗
弐
年
六
月
廿
日

清
水

写
了
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○
円
満
寺
境
内
高
野
忠
右
衛
門
頌
徳
碑
（
日
高
路
の
碑
巡
礼
）

○
二
号
漁
場
標
示
石
（
日
高
路
の
碑
巡
礼
）

○
三
号
漁
場
標
示
石
（
日
高
路
の
碑
巡
礼
）

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日
追
加
挿
入

（

二

〇

〇

七

）
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あ

と

が

き

記
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
地
元
塩
屋
地
区
の
古
老
、
ま
た
著
者
・
編
者
に
つ
い
て
は
私
よ
り
年
上
の
人
な
ら
直
接
御
存
じ

の
人
も
い
る
と
思
う
。
原
本
の
書
か
れ
た
年
月
も
、
書
写
の
年
月
も
新
し
く
、
内
容
も
事
実
で
あ
ろ
う
が
相
手
の
実
名
が

出
て
お
り
、
今
更
ま
た
と
云
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
た
だ
表
紙
に
塩
屋
村
公
民
館
と
あ
る
の
と
、
記
事
の
中
に
昭

和
廿
三
年
七
月
廿
五
日
塩
屋
村
公
民
館
主
催
で
翁
の
頌
徳
法
要
を
営
ん
だ
と
あ
る
の
で
、
記
念
に
こ
の
「
略
伝
」
を
刊
行

し
翁
の
頌
徳
を
忍
ん
だ
の
で
は
と
云
う
気
が
す
る
。

念
の
た
め
御
坊
市
立
図
書
館
で
調
べ
る
と
「
高
野
忠
右
衞
門
」
関
係
文
献
は
な
か
っ
た
が
、
高
野
家
の
菩
提
寺
円
満
寺
に

今
回
の
原
本
と
同
じ
書
写
本
の
コ
ピ
ー
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
刊
行
『
御
坊
市
史
』
第
二
巻
（
通
史
編
Ⅱ
）
二
一
二
頁
に
こ
の
問
題
を
六
行
に
渉
っ
て
掲

載
し
て
い
る
が

「
裏
切
っ
た
と
い
う
噂
が
流
れ
」
と
し
て
い
る

『
美
浜
町
史
』
下
巻
平
成
三
年
発
行
に
は
浜
ノ
瀬
浦

、

。

（

一

九

九

一

）

対
塩
屋
浦
漁
場
係
争
ノ
件
史
料
を
添
付
し
、
最
後
に
忠
右
衞
門
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

五
年
程
前
な
ら
こ
う
い
う
事
に
詳
し
い
長
老
が
多
か
っ
た
の
に
、
最
近
は
誰
に
聞
け
ば
よ
い
の
か
、
聞
く
人
が
少
な
く
な

っ
て
き
た
。

パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
な
が
ら
、
内
容
が
ど
う
も
ど
こ
か
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
思
っ
た
ら
、
記
事
の

後
半
に
一
寸
ふ
れ
て
い
る
頌
徳
碑
が
、
父
の
著
書
『
日
髙
路
の
碑
巡
礼
』
で
御
坊
市
の
巻
頭
、
す
な
わ
ち
第
一
ペ
ー
ジ
に

「
髙
野
忠
右
衞
門
翁
記
念
碑
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

ま
た
一
部
に
を
・
え
・
わ
等
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
井
上
豊
太
郎
氏
の
文
章
の
特
徴
で
、
同
氏
に
よ
り
補
正
さ
れ
て
い
る

●

●

●

事
が
判
る
。

平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
六
月
二
十
六
日

清
水

章
博


