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は
じ
め
に
 
 

江
戸
後
期
は
専
門
作
家
の
出
現
、
貸
本
屋
の
興
隆
、
読
者
層
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
執
筆
は
文
人
が
教
養
の
た
め
に
書
く
行
為
で
は
な
く
、
 
 

売
文
商
売
に
繋
が
る
も
の
に
な
っ
た
。
馬
琴
（
一
七
六
七
－
一
八
四
八
）
は
本
格
的
な
商
業
作
家
と
し
て
そ
の
よ
う
な
時
流
の
中
に
登
場
す
る
。
 
 

長
編
読
本
と
長
編
合
巻
の
作
家
と
し
て
著
名
に
な
る
の
だ
が
、
商
業
的
な
作
家
が
も
っ
と
も
意
識
す
る
の
は
、
自
分
の
作
品
に
対
す
る
読
者
の
 
 

興
味
で
あ
り
、
人
気
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
気
が
出
た
と
な
る
と
、
い
か
に
そ
の
作
品
を
長
期
に
渡
っ
て
創
作
し
続
け
る
か
が
求
め
ら
れ
た
。
 
 

そ
の
理
由
の
一
端
に
は
版
元
・
貸
本
屋
の
利
益
、
あ
る
い
は
作
家
の
原
稿
料
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
 
 

（
1
】
 
 
 

馬
琴
が
読
本
の
な
か
で
、
力
点
を
お
い
た
の
が
後
期
の
史
伝
物
で
、
そ
の
喘
矢
と
な
っ
た
作
品
が
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
で
あ
る
。
山
東
京
伝
の
 
 

代
作
期
を
経
て
読
本
作
家
と
し
て
一
人
立
ち
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
作
品
で
も
あ
る
。
こ
の
長
編
小
説
の
成
功
に
よ
っ
て
馬
琴
は
江
戸
後
期
 
 

を
代
表
す
る
作
家
に
な
り
、
そ
の
後
、
作
品
の
お
お
む
ね
が
長
編
物
と
し
て
善
か
れ
た
。
こ
こ
に
本
稿
の
問
題
関
心
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
馬
琴
 
 

は
作
品
を
長
編
化
し
て
書
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
技
法
と
構
造
を
利
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
扱
う
う
え
で
も
馬
琴
の
 
 

最
初
の
史
伝
長
編
小
説
で
あ
る
 
『
椿
説
弓
張
月
』
を
対
象
に
す
る
の
は
適
当
だ
ろ
う
。
 
 

馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
長
編
化
構
想
 
 

－
 
話
型
の
反
復
と
連
鎖
 
－
 
 

学
 
淳
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一
『
椿
説
弓
張
月
』
と
プ
レ
エ
ア
キ
ス
ト
1
（
話
型
）
 
の
析
出
を
め
ざ
し
て
ー
 
 

『
椿
説
弓
張
月
』
は
そ
の
内
容
か
ら
も
、
『
保
元
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
善
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
麻
生
磯
次
は
 
 

一
っ
こ
 
 

『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
 
の
な
か
で
中
国
の
小
説
『
水
瀞
後
伝
』
 
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
だ
が
、
大
高
洋
司
は
「
後
藤
丹
治
が
力
を
尽
さ
れ
 
 

た
古
興
大
系
版
の
注
釈
に
、
『
水
藩
後
伝
』
 
か
ら
の
直
接
の
投
影
が
ひ
と
つ
も
指
摘
さ
れ
て
な
い
と
い
う
結
果
は
、
や
は
り
重
ん
ず
べ
き
な
の
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
中
略
）
筆
者
は
、
『
弓
張
月
』
執
筆
時
、
馬
琴
の
手
許
に
 
『
水
活
後
伝
』
 
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
。
琉
球
 
 

て
土
 
 

で
の
物
語
は
『
水
溶
後
伝
』
が
な
く
て
も
、
十
分
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
執
筆
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
に
 
 

と
っ
て
プ
レ
二
ア
キ
ス
ト
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
こ
の
指
摘
か
ら
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
長
編
化
構
想
に
中
国
の
長
編
白
話
小
説
か
 
 

ら
の
影
響
を
重
視
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
と
理
解
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
の
物
語
伝
統
を
こ
と
 
 

さ
ら
に
重
視
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
作
品
の
長
編
化
は
白
話
小
説
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
日
本
の
物
語
伝
統
を
考
慮
す
べ
き
 
 

だ
と
い
う
示
唆
と
し
て
受
け
止
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
長
編
化
構
想
を
そ
の
筋
立
か
ら
も
析
出
さ
れ
る
（
話
型
）
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
（
話
 
 

型
）
と
は
現
代
の
昔
話
研
究
の
用
語
で
、
昔
話
の
構
成
要
素
の
単
位
を
指
す
語
だ
が
、
中
世
の
説
話
や
物
語
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
 
 

事
実
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
（
話
型
）
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
宗
教
的
あ
る
い
は
説
経
的
な
縁
起
な
ど
の
口
承
性
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
 
 

雅
な
る
文
学
に
理
解
を
示
せ
な
い
多
く
の
新
興
町
人
層
に
も
宗
教
心
に
訴
え
る
か
た
ち
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
く
、
馬
琴
の
読
本
は
そ
 
 

れ
を
媒
介
に
し
て
珍
奇
な
物
語
内
容
が
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
背
景
に
考
え
ら
れ
る
の
が
中
国
の
白
話
小
説
の
「
話
」
の
認
識
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
琴
は
読
者
や
貸
本
屋
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
 
 

長
編
物
を
成
功
さ
せ
る
た
め
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
を
数
多
く
引
用
し
た
り
参
考
に
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
影
 
 

響
が
大
き
か
っ
た
の
が
中
国
白
話
小
説
の
演
義
小
説
で
あ
る
。
馬
琴
は
そ
の
演
義
小
説
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
創
作
の
中
心
的
な
方
法
と
し
て
 
 

利
用
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
長
編
作
品
で
あ
る
 
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
 
の
序
を
み
る
と
 
 

「
肇
輯
五
巻
は
、
里
見
氏
の
安
房
に
起
れ
る
よ
し
を
演
（
の
ぶ
）
。
亦
定
唐
山
演
義
の
書
、
そ
の
趣
に
擬
し
た
れ
ば
、
軍
記
と
大
同
小
異
あ
り
」
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
「
演
（
の
ぶ
）
」
と
は
語
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

小
説
（
「
話
」
）
を
語
る
と
い
う
の
は
、
小
説
を
口
演
者
が
語
り
、
そ
の
巧
み
な
語
り
を
聴
衆
（
読
者
）
が
耳
か
ら
聞
い
て
楽
し
む
と
い
う
も
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の
で
あ
っ
た
。
馬
琴
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
小
説
が
雅
の
文
学
を
塵
じ
た
教
養
の
高
い
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
文
 
 

盲
に
近
い
庶
民
に
も
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
馬
琴
な
ら
で
は
の
背
景
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ど
ん
な
工
夫
が
必
要
か
、
実
は
そ
の
こ
 
 

と
が
長
絹
化
構
想
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
 
 
 

そ
の
姿
勢
は
す
で
に
最
初
の
長
編
小
説
『
椿
説
弓
張
月
』
 
に
も
認
め
ら
れ
る
。
作
品
最
初
の
口
絵
に
続
く
自
序
部
分
に
そ
の
原
型
に
な
る
姿
 
 

勢
が
提
示
さ
れ
る
。
次
は
そ
の
自
序
最
初
の
記
述
で
あ
る
。
 
 

こ
の
吉
保
元
の
猛
将
八
郎
為
朝
の
事
蹟
を
述
。
そ
の
談
唐
山
の
演
義
小
説
に
倣
ひ
多
く
は
憑
空
結
構
に
成
。
間
者
理
外
の
幻
境
に
遊
ぶ
と
 
 

し
て
加
な
り
。
 
 

作
者
馬
琴
は
、
こ
の
読
本
は
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
を
主
要
な
筋
立
 
（
「
事
蹟
」
）
 
と
す
る
が
、
本
文
は
「
演
義
小
説
」
 
の
語
り
の
方
法
 
 

を
採
用
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
単
な
る
史
実
の
忠
実
な
再
現
で
は
な
く
、
ま
る
で
幻
想
世
界
（
理
外
の
幻
境
）
 
に
遊
ぶ
こ
と
だ
と
い
 
 

う
。
こ
の
と
き
（
語
る
）
は
（
騙
る
）
 
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
幅
広
い
読
者
（
（
間
者
）
）
を
楽
し
ま
せ
た
い
と
い
う
意
図
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
 
 

い
る
。
そ
の
よ
う
な
構
想
は
後
編
巻
一
の
備
考
に
も
「
コ
ノ
弓
張
月
ハ
、
唐
山
ノ
演
義
二
擬
シ
、
尊
作
り
設
タ
ル
物
語
ナ
レ
ド
、
今
ア
ゲ
ツ
ラ
 
 

フ
コ
ト
ノ
ミ
ハ
、
例
ノ
寓
言
ニ
ア
ラ
ズ
。
只
世
ノ
童
子
等
l
「
為
朝
ノ
武
徳
ヲ
知
ラ
セ
マ
ホ
シ
ク
テ
、
漫
二
筆
ヲ
走
ラ
ス
ル
ノ
ミ
」
と
述
べ
て
 
 

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
作
者
の
確
固
と
し
た
構
想
上
の
信
念
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
か
ら
は
為
朝
の
伝
記
談
を
演
義
体
で
書
く
と
 
 

い
う
作
者
の
意
図
が
為
朝
の
歴
史
的
事
実
を
（
語
り
）
＝
（
騙
り
）
 
に
よ
っ
て
奇
想
天
外
な
伝
奇
小
説
に
作
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
 
 

か
が
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
 
（
騙
り
）
 
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
拾
遺
の
始
め
に
も
稗
史
小
説
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
明
確
に
書
い
て
い
 
 

る
こ
と
に
も
見
て
と
れ
る
。
そ
こ
で
拾
遺
の
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
 
 

古
人
言
あ
り
日
く
、
稗
縮
小
説
は
、
蓋
し
正
史
の
文
を
演
べ
て
、
而
し
て
之
を
家
喩
戸
噴
せ
ん
と
欲
す
。
坊
間
野
史
の
請
書
は
、
乃
ち
風
 
 

を
捕
へ
影
を
捉
へ
、
以
て
市
井
の
耳
目
を
眩
ま
す
。
執
れ
か
杜
撰
無
稽
反
つ
て
人
の
観
聴
を
乱
す
を
知
ら
ん
と
。
今
弓
張
月
の
一
書
は
、
 
 
 

小
説
と
云
ふ
と
維
も
、
然
も
故
実
を
引
用
し
、
悉
く
正
史
に
適
ひ
、
並
び
に
巧
み
に
一
事
を
借
り
妄
り
に
一
語
を
設
け
以
て
世
人
の
惑
を
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滋
く
せ
ず
。
故
に
源
あ
り
委
あ
り
、
敬
す
べ
く
揺
る
べ
し
。
 
 

こ
こ
か
ら
稗
史
小
説
と
「
正
史
」
、
あ
る
い
は
「
坊
間
野
史
」
の
関
係
を
問
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
あ
え
て
そ
の
こ
と
は
置
い
て
本
稿
の
 
 

課
題
た
る
長
編
化
構
想
の
観
点
か
ら
こ
の
冒
頭
部
を
捉
え
返
し
て
み
よ
う
。
馬
琴
は
作
品
の
長
絹
化
の
た
め
、
趣
向
や
技
法
を
中
国
の
演
義
、
 
 

稗
史
小
説
か
ら
取
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
演
義
、
稗
史
小
説
と
は
語
り
文
芸
を
記
録
し
た
話
本
小
説
の
構
造
か
ら
出
発
し
 
 

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。
話
本
小
説
と
は
口
語
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
の
こ
と
で
、
唐
代
僧
侶
の
説
講
や
、
末
代
講
談
の
筆
 
 

記
か
ら
始
り
、
特
に
宋
代
に
発
生
し
た
説
話
の
台
本
で
あ
る
話
本
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
話
本
は
口
述
さ
れ
て
き
た
説
話
を
台
本
 
 

と
し
て
記
録
し
始
め
た
も
の
で
、
「
話
」
の
筋
立
に
「
章
、
回
」
と
い
う
段
落
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
説
話
の
台
本
を
話
本
と
い
い
、
 
 

次
第
に
目
で
読
む
物
と
し
て
定
着
し
、
そ
れ
を
話
本
小
説
と
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宋
二
光
時
代
の
口
語
体
の
語
り
物
（
講
釈
）
 
 

の
台
本
か
ら
発
展
し
た
読
み
物
が
、
明
代
に
な
っ
て
か
ら
口
語
中
心
の
長
編
白
話
小
説
に
発
展
し
、
短
縮
作
品
よ
り
長
編
作
品
が
大
衆
の
人
気
 
 

を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
長
編
作
品
は
章
回
小
説
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
段
落
区
分
の
仕
掛
け
と
し
て
の
「
話
」
構
造
を
元
に
し
た
「
回
」
構
造
が
 
 

中
心
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
百
回
の
『
金
瓶
梅
』
、
百
二
十
回
の
『
水
瀞
伝
』
、
冒
画
志
演
義
』
、
『
紅
楼
夢
』
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
作
品
 
 

で
あ
る
。
な
ぜ
章
回
と
い
う
構
成
を
取
っ
て
の
か
と
言
え
ば
、
説
話
が
大
衆
に
聞
か
れ
る
時
、
興
味
を
持
続
化
さ
せ
る
た
め
に
面
白
さ
を
早
く
 
 

伝
え
る
仕
掛
け
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
 
 
 

「
話
」
の
内
容
を
「
章
、
回
」
な
ど
の
形
式
で
区
切
り
を
つ
け
、
「
話
」
の
筋
立
を
細
分
化
す
る
こ
と
で
聴
衆
（
読
者
）
 
の
興
味
を
惹
き
付
け
 
 

て
き
た
。
話
本
小
説
、
白
話
小
説
の
興
型
性
・
類
型
性
・
反
復
性
が
よ
く
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
話
」
の
性
格
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
本
稿
で
は
そ
の
「
話
」
に
対
す
る
馬
琴
の
理
解
を
中
心
に
、
そ
の
長
編
化
構
想
に
迫
る
つ
も
り
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
話
」
 
 

を
細
分
化
す
る
構
造
が
読
み
物
と
し
て
の
長
綿
白
話
小
説
に
も
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
と
と
も
に
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
 
 

「
話
」
 
の
口
演
性
で
あ
っ
て
文
語
を
避
け
て
口
語
を
中
心
に
す
る
「
話
」
 
の
文
体
を
利
用
し
、
雅
の
教
養
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
庶
民
層
の
 
 

読
者
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
白
話
小
説
の
根
本
に
は
「
話
」
の
構
造
が
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
。
 
 
 

た
だ
し
馬
琴
が
白
話
小
説
の
「
話
」
の
構
成
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
江
戸
時
代
の
出
版
事
情
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
江
戸
時
 
 

代
に
出
版
さ
れ
た
本
は
貸
本
屋
を
通
し
て
一
般
読
者
に
読
ま
れ
て
き
た
。
馬
琴
に
と
っ
て
も
貸
本
屋
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
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も
な
い
。
馬
琴
と
貸
本
屋
の
関
係
に
対
し
て
大
高
洋
司
は
 
「
馬
琴
は
ま
ず
貸
本
屋
を
念
頭
に
置
い
て
読
本
を
書
き
、
京
伝
は
必
ず
し
も
そ
う
で
 
 

は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
馬
琴
に
準
じ
、
力
関
係
に
お
い
て
も
本
屋
の
発
言
力
が
一
層
増
大
す
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
一
般
的
と
予
想
さ
れ
 
 

T
り
）
 
 る

」
と
述
べ
、
馬
琴
読
本
に
お
け
る
貸
本
屋
の
影
響
力
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
が
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
貸
本
と
い
う
形
式
に
 
 

よ
っ
て
読
者
が
テ
キ
ス
ト
を
読
む
 
（
あ
る
い
は
語
っ
て
く
れ
た
も
の
を
聴
く
）
時
間
が
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
た
め
 
 

に
「
話
」
 
の
全
体
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
「
話
」
を
細
分
化
す
る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
「
章
、
回
」
と
い
う
区
切
り
 
 

が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
読
本
に
人
気
が
出
た
場
合
、
逆
に
「
話
」
を
拡
大
・
増
幅
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
興
味
を
つ
な
げ
止
め
る
必
 
 

要
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
よ
り
機
能
的
に
作
品
を
売
る
と
い
う
目
的
で
「
話
」
 
の
類
型
性
・
反
復
性
が
求
め
ら
れ
た
事
情
も
考
え
て
 
 

お
い
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

中
国
の
白
話
小
説
の
原
型
に
な
る
「
話
」
の
内
容
を
形
式
、
そ
こ
に
は
語
ら
れ
る
文
芸
の
伝
統
が
貫
い
て
い
る
。
貸
本
屋
を
通
し
て
の
表
現
 
 

享
受
の
場
の
事
情
が
そ
の
よ
う
な
「
話
」
 
の
内
容
と
形
式
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
馬
琴
小
説
の
長
編
化
と
深
く
関
係
し
て
 
 

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
馬
琴
長
編
化
構
想
と
 
（
話
型
）
 
の
関
係
と
し
て
本
稿
で
は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

馬
琴
は
白
話
小
説
の
 
「
話
」
 
の
内
容
を
形
式
に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
れ
は
眼
で
読
む
と
い
う
よ
り
も
耳
で
聞
く
物
語
の
伝
統
を
意
識
す
る
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
野
史
で
は
な
く
、
正
史
に
基
づ
い
た
話
を
創
造
し
、
そ
の
正
史
は
中
国
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
一
般
の
人
々
に
 
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
の
あ
る
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
踏
襲
し
て
何
か
を
再
生
産
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
巧
み
に
ア
 
 

レ
ン
ジ
し
て
日
本
的
な
も
の
で
蘇
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
「
話
」
の
伝
統
を
考
慮
し
た
テ
キ
ス
ト
、
貸
本
屋
か
ら
本
を
借
り
て
読
む
時
、
発
生
す
る
時
間
の
制
約
な
ど
が
創
作
方
法
に
 
 

も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
条
件
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
条
件
下
で
、
馬
琴
は
ど
の
よ
う
な
技
法
を
利
用
 
 

し
な
が
ら
本
作
品
を
長
編
化
し
て
書
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
『
椿
説
弓
張
月
』
 
に
お
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
支
え
る
、
あ
る
い
は
貫
く
と
い
っ
た
 
 

ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
 
（
話
型
）
を
検
討
し
、
後
期
読
本
の
長
編
化
構
想
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
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ニ
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
に
お
け
る
（
話
型
）
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
白
話
小
説
は
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
説
話
（
「
話
」
）
 
に
基
づ
く
と
い
っ
た
構
造
を
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
話
」
 
 

を
「
回
」
と
い
う
区
切
り
を
利
用
し
て
毎
回
一
定
の
時
間
で
読
み
切
れ
る
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
体
裁
が
取
り
込
め
た
背
景
に
は
 
 

近
世
初
期
に
す
で
に
『
喩
世
明
言
』
、
『
警
世
過
言
』
、
『
醒
世
恒
言
』
な
ど
の
「
話
」
の
構
造
を
持
つ
作
品
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
 
 

よ
う
。
そ
の
「
話
」
形
式
の
作
品
が
前
期
読
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
最
初
の
読
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
英
草
子
』
も
一
巻
に
 
 

二
回
の
「
話
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
そ
の
影
響
を
見
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
「
回
」
と
い
う
語
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
 
 

そ
れ
が
後
期
読
本
に
な
っ
て
か
ら
は
長
編
の
白
話
小
説
の
影
響
が
浸
透
し
、
「
回
」
の
体
裁
に
変
わ
り
、
長
編
化
し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
こ
の
よ
う
に
日
で
読
む
と
い
う
読
者
行
為
の
基
盤
に
は
 
（
語
り
／
聞
く
）
と
い
っ
た
演
義
文
芸
の
残
映
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

た
だ
近
世
に
は
実
際
に
読
本
が
語
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
が
、
そ
の
形
式
面
で
は
（
語
り
／
聞
く
）
と
い
う
形
式
の
「
話
」
の
構
造
を
 
 

言
土
 
 

取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
中
村
幸
彦
が
「
読
本
発
生
に
関
す
る
諸
問
題
」
 
で
、
読
本
発
生
の
問
題
と
し
 
 

て
中
国
白
話
小
説
だ
け
で
は
な
く
、
長
編
仏
教
説
話
 
（
勧
化
物
）
 
な
ど
の
影
響
を
指
摘
し
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
説
 
 

話
・
談
義
と
い
っ
た
語
り
文
芸
の
伝
統
が
近
世
に
ま
で
入
り
込
み
、
そ
れ
が
読
本
の
文
体
（
テ
キ
ス
ト
の
形
式
）
 
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
 
 

い
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
話
」
と
い
う
諸
本
小
説
の
構
造
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
語
り
文
芸
が
持
つ
制
約
を
当
然
持
っ
て
い
た
。
読
本
は
殆
ど
貸
本
屋
か
ら
借
り
て
 
 

読
ま
れ
た
。
近
代
の
読
者
は
本
を
自
分
の
元
に
置
い
て
読
め
た
が
、
江
戸
時
代
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
っ
た
。
い
ま
だ
庶
民
（
下
層
町
人
）
 
の
場
 
 

合
、
読
本
を
個
人
で
購
入
し
て
何
度
も
精
読
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
何
人
か
の
読
本
好
き
が
集
ま
っ
て
一
冊
の
読
本
を
借
り
る
。
 
 

そ
し
て
そ
れ
を
識
字
層
の
一
人
が
読
み
、
周
囲
に
集
ま
っ
た
他
の
者
た
ち
が
耳
を
傾
け
て
楽
し
む
。
こ
の
よ
う
な
享
受
が
多
く
お
こ
な
わ
れ
た
 
 

に
ち
が
い
な
い
。
 
 
 

そ
こ
で
、
読
む
者
、
聴
く
者
に
は
理
解
の
程
度
や
、
あ
る
い
は
（
語
り
／
聴
く
）
と
い
う
行
為
で
お
ぼ
え
る
精
神
的
疲
労
な
ど
に
よ
っ
て
時
 
 

間
の
制
約
が
生
じ
る
。
そ
こ
に
物
語
を
短
く
、
「
回
」
で
ま
と
め
る
工
夫
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
享
受
モ
デ
ル
に
あ
っ
 
 

て
は
長
編
を
一
回
で
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。
考
え
て
み
れ
ば
、
近
代
の
小
説
は
多
様
な
人
物
の
行
動
・
心
理
描
 
 

写
、
様
々
な
情
景
描
写
な
ど
も
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
の
制
約
な
く
黙
読
で
き
れ
ば
、
い
つ
で
も
読
み
返
す
こ
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と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
説
が
長
編
で
あ
っ
て
も
時
間
を
か
け
れ
ば
読
み
通
し
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
時
間
的
な
制
約
性
を
持
 
 

つ
読
本
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
難
し
い
。
あ
る
程
度
の
教
養
を
持
つ
読
者
を
相
手
に
し
て
も
早
く
理
解
さ
せ
、
続
け
て
読
む
よ
う
に
す
る
た
め
に
 
 

は
「
話
」
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
を
単
純
化
、
定
型
化
、
額
型
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
「
話
」
の
モ
チ
ー
フ
に
な
る
 
 

（
話
型
）
 
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

前
述
し
た
「
話
」
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
話
本
小
説
か
ら
発
展
し
た
稗
史
小
説
に
は
、
そ
の
原
型
に
な
る
「
話
」
が
必
ず
存
在
し
て
い
る
。
 
 

稗
史
小
説
の
趣
向
を
取
っ
て
い
る
馬
琴
の
『
椿
説
弓
張
月
』
も
ま
た
こ
の
稗
史
小
説
の
「
話
」
の
体
裁
か
ら
物
語
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
 
 

と
と
も
に
「
話
」
の
伝
統
を
考
慮
し
た
馬
琴
は
こ
の
読
本
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
鎮
西
八
郎
為
朝
外
伝
」
と
い
う
角
書
が
示
唆
す
る
よ
 
 

う
に
、
実
は
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
「
椿
説
」
は
珍
奇
・
珍
説
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
 
 

る
。
史
実
に
あ
ら
わ
れ
な
い
伝
奇
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
前
編
の
一
回
か
ら
五
回
ま
で
の
筋
立
を
た
ど
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
冒
頭
に
為
朝
の
出
身
家
系
と
優
れ
た
武
人
 
 

で
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
話
」
の
内
容
に
入
っ
て
い
く
。
少
納
言
信
西
が
崇
徳
院
の
御
所
で
韓
非
子
と
い
う
漢
籍
を
読
む
と
聞
 
 

き
、
父
為
義
は
子
の
為
朝
を
つ
れ
て
御
所
に
参
る
。
そ
こ
で
、
為
朝
は
初
め
て
信
西
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
為
朝
は
強
弓
の
武
士
を
 
 

め
ぐ
る
議
論
で
信
西
と
対
立
し
、
彼
の
憎
し
み
の
矢
面
に
な
る
危
機
に
陥
る
。
そ
れ
を
超
人
的
な
行
動
で
乗
り
切
る
が
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
 
 

け
で
為
義
・
為
朝
父
子
に
対
す
る
信
西
の
恨
み
は
増
大
す
る
。
そ
の
信
西
の
恨
み
で
、
為
朝
は
乳
母
子
須
藤
九
鄭
重
季
と
と
も
に
、
筑
紫
へ
出
 
 

発
す
る
。
為
朝
は
豊
後
国
尾
張
権
守
季
遠
の
居
所
に
居
候
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
あ
る
日
、
木
綿
山
へ
狩
を
し
に
行
っ
た
時
、
狼
の
戦
い
を
 
 

止
め
た
礫
の
名
人
紀
平
治
と
会
う
。
そ
の
紀
平
治
と
主
従
の
契
約
を
枯
ぷ
。
為
朝
は
そ
の
山
に
燐
蛇
（
う
わ
ば
み
）
が
出
現
し
こ
れ
を
退
治
す
る
 
 

が
、
そ
れ
ま
で
為
朝
が
従
者
と
し
て
引
き
連
れ
て
い
た
山
雄
と
呼
ば
れ
る
狼
と
重
季
は
死
に
い
た
る
。
そ
の
代
わ
り
に
珠
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

み
て
わ
か
る
通
り
、
こ
の
筋
立
は
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
と
は
全
く
異
な
る
。
「
椿
説
」
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
『
保
元
物
語
』
 
 

の
為
朝
造
型
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
 
 

か
の
為
朝
は
さ
る
も
の
な
り
と
は
兼
ね
て
も
聞
召
を
か
れ
た
る
う
へ
、
父
是
ほ
ど
挙
し
申
あ
ひ
だ
、
や
う
あ
る
べ
し
と
て
め
さ
れ
け
り
。
 
 

き
り
や
う
・
こ
と
が
ら
・
つ
ら
た
ま
し
ゐ
、
誠
い
か
め
し
げ
な
る
も
の
也
。
其
た
け
七
尺
に
あ
ま
り
た
れ
は
、
普
通
の
者
に
は
二
三
尺
計
 
 
 

指
あ
ら
は
れ
た
り
。
生
付
た
る
弓
取
に
て
、
弓
手
の
か
い
な
め
て
よ
り
四
寸
長
か
り
け
れ
ば
、
矢
づ
か
を
ひ
く
こ
と
十
五
そ
く
、
弓
は
八
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尺
五
寸
、
長
持
の
拗
に
も
す
ぐ
れ
た
り
。
（
中
略
）
或
は
神
力
を
さ
き
と
し
て
、
武
威
の
誉
を
残
せ
り
。
今
の
為
朝
は
神
力
す
く
や
か
に
 
 
 

し
て
、
強
楚
が
賓
山
の
勢
に
も
を
と
ら
ず
。
弓
の
手
こ
ま
や
か
に
し
て
、
費
由
が
百
歩
の
垂
に
あ
ひ
お
な
じ
。
長
良
が
惟
帳
の
う
ち
の
は
 
 
 

か
り
こ
と
、
紀
信
が
乗
車
の
上
の
い
さ
み
、
只
一
身
に
数
蛮
を
か
ね
た
れ
ば
、
猛
賢
武
道
さ
な
が
ら
古
今
の
間
に
濁
歩
せ
り
。
人
目
を
お
 
 

∵
l
－
■
 
 

ど
ろ
か
し
、
舌
を
ふ
ら
ず
と
い
ふ
も
の
な
し
。
 
 

そ
れ
に
対
し
て
本
作
品
の
冒
頭
で
語
ら
れ
る
為
朝
保
と
は
い
え
ば
、
 
 

冠
者
為
朝
と
聞
え
し
は
、
知
勇
無
饗
に
し
て
身
の
丈
七
尺
、
財
の
目
棟
の
腎
、
背
力
人
に
勝
れ
て
、
よ
く
九
石
の
弓
を
曳
、
矢
継
早
の
草
 
 
 

城
煉
な
り
。
さ
れ
ば
天
性
弓
馬
の
妙
奥
を
極
む
べ
き
人
に
や
あ
り
け
ん
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
弓
手
の
肘
、
馬
手
に
四
寸
伸
び
て
、
矢
 
 

束
を
引
こ
と
世
に
超
つ
。
 
 
 

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
保
元
物
語
』
の
為
朝
條
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
、
武
勇
に
勝
れ
た
中
世
的
な
武
士
の
姿
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
 
 

か
る
。
本
作
品
は
為
朝
の
英
雄
謂
と
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
人
公
の
武
勇
謂
が
「
話
」
の
中
心
な
の
だ
が
、
『
保
元
物
語
』
の
為
朝
が
背
丈
 
 

七
尺
の
巨
人
で
、
左
腕
が
右
腕
よ
り
四
寸
長
く
、
強
弓
を
引
き
、
し
か
も
連
射
の
名
人
で
あ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
四
つ
の
要
素
を
 
 

馬
琴
は
巧
み
に
ま
と
め
て
為
朝
と
い
う
人
物
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
為
朝
條
は
『
保
元
物
語
』
に
拠
り
な
が
ら
「
話
」
は
「
椿
説
」
を
求
め
る
『
椿
説
弓
張
月
』
。
そ
の
「
話
」
は
ど
の
よ
う
な
 
 

も
の
か
と
い
え
ば
、
後
述
し
て
い
く
よ
う
に
、
筑
紫
、
伊
豆
の
八
丈
島
、
そ
し
て
琉
球
へ
と
い
う
よ
う
に
、
為
朝
の
流
浪
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
主
 
 

筋
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
プ
レ
二
ア
キ
ス
ト
は
と
い
え
ば
、
『
椿
説
弓
張
円
』
純
綿
巻
一
の
「
援
引
番
目
」
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
に
は
『
参
 
 

考
保
元
物
語
』
か
ら
『
杜
騙
祈
歪
ま
で
、
二
十
七
冊
の
書
名
が
引
か
れ
て
い
る
。
「
援
引
」
と
は
自
説
を
証
明
す
る
た
め
他
の
文
献
・
事
例
 
 

な
ど
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
作
者
馬
琴
は
様
々
な
典
拠
を
本
作
品
の
「
話
」
の
参
考
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
も
 
 

の
は
『
参
考
保
元
物
語
』
、
『
和
瀕
三
才
図
会
』
、
『
本
朝
神
社
考
』
で
あ
る
。
そ
の
『
本
朝
神
社
考
』
に
拠
る
と
、
 
 

琉
球
へ
渡
り
拾
ひ
し
と
い
ふ
説
、
原
何
の
苔
に
出
る
こ
と
を
し
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
神
社
考
に
伝
、
「
為
朝
八
丈
島
よ
り
鬼
界
に
行
、
琉
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球
に
亘
る
。
今
に
至
り
諸
島
嗣
を
建
て
島
神
と
す
」
と
い
ふ
。
寺
嶋
が
和
滞
三
才
図
会
に
又
伝
、
「
為
朝
大
島
を
遁
出
て
琉
球
国
に
至
り
、
 
 
 

嘘
魅
を
願
て
百
姓
を
安
く
す
。
洲
民
そ
の
徳
を
感
じ
て
主
と
せ
り
。
為
朝
逝
去
の
ゝ
ち
、
球
人
桐
を
た
て
、
神
鍍
し
て
舜
天
太
神
宮
と
い
 
 

ふ
」
と
い
へ
り
。
 
 

と
あ
る
。
こ
の
短
い
言
説
に
馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
物
語
の
全
て
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 

為
朝
琉
球
渡
り
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
為
朝
伝
説
は
各
地
に
あ
る
が
、
な
か
で
も
伊
豆
の
八
丈
島
や
沖
縄
で
は
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
日
 
 

本
史
大
事
興
（
第
六
巻
、
平
凡
社
）
 
に
よ
る
と
沖
縄
の
伝
説
で
は
、
為
朝
が
伊
豆
か
ら
風
に
流
さ
れ
て
沖
縄
の
運
天
港
に
漂
着
し
、
島
尻
の
大
 
 

里
大
技
司
の
妹
と
の
間
に
一
子
尊
敦
を
も
う
け
、
こ
の
尊
敦
が
沖
縄
王
の
祖
舜
天
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
は
五
山
禅
 
 

僧
月
舟
寿
桂
の
文
集
『
幻
誓
文
集
』
、
袋
中
の
 
「
琉
球
神
道
記
」
 
（
一
六
四
八
）
 
に
見
え
、
琉
球
の
最
初
の
正
史
『
中
山
世
鑑
』
 
（
一
六
五
〇
）
 
 

に
は
詳
し
く
こ
の
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
 
 
 

し
か
し
馬
琴
が
参
考
に
し
た
の
は
後
編
巻
一
の
備
考
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
元
史
頸
篇
』
、
『
中
山
博
信
録
』
 
の
為
朝
伝
説
よ
う
で
あ
る
。
前
 
 

編
に
続
く
「
話
」
 
の
さ
ら
な
る
展
開
と
し
て
作
者
が
か
な
り
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 
 

為
朝
琉
球
へ
渡
り
玉
ヒ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
、
神
社
考
、
及
和
滞
三
才
図
会
二
記
載
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
フ
ル
ク
ハ
我
邦
ノ
史
籍
軍
記
二
見
エ
ザ
 
 

ル
ヨ
シ
ハ
、
既
二
前
編
ニ
イ
ヘ
リ
。
然
ド
モ
ソ
ノ
論
未
壷
ラ
モ
ツ
テ
、
再
コ
、
ニ
所
ズ
。
余
嘗
元
史
頬
篇
、
中
山
博
信
録
ヲ
閲
ス
ル
ニ
、
 
 

琉
球
中
興
ノ
主
、
舜
天
王
ハ
、
ス
ナ
ハ
チ
為
朝
公
ノ
子
ナ
ル
ヨ
シ
、
其
書
ノ
注
二
見
エ
タ
リ
。
 
 

な
ぜ
馬
琴
が
琉
球
島
渡
り
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
そ
こ
に
本
稿
の
課
題
と
す
る
長
編
化
の
構
想
が
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
鍵
語
と
な
る
の
 
 

が
 
（
話
型
）
 
と
い
う
概
念
と
そ
の
反
復
と
い
う
方
法
な
の
だ
が
、
次
節
で
は
そ
こ
に
考
察
を
向
け
よ
う
。
 
 

三
 
（
話
型
）
 
の
反
復
－
斬
ら
た
な
地
域
へ
の
放
浪
に
よ
る
話
型
の
繰
り
返
し
－
 
 

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
と
は
全
く
異
な
る
京
都
に
お
け
る
為
朝
の
物
語
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
為
朝
と
筑
紫
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の
結
び
つ
き
は
無
視
し
難
く
、
院
政
の
大
立
音
信
西
に
憎
ま
れ
た
為
朝
を
か
ば
っ
て
、
父
為
義
は
彼
を
ひ
と
ま
ず
筑
紫
へ
と
追
わ
す
こ
と
に
し
 
 

た
。
為
朝
の
流
浪
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

筑
紫
の
豊
後
に
着
い
た
時
、
為
朝
は
黄
金
の
牌
が
つ
い
た
鶴
を
助
け
て
大
切
に
面
倒
を
見
る
。
や
が
て
夢
の
啓
示
を
受
け
、
鶴
を
持
っ
て
肥
 
 

後
国
へ
赴
く
。
こ
こ
で
肥
後
の
在
地
土
豪
と
思
わ
れ
る
阿
蘇
三
郎
平
忠
国
と
そ
の
娘
の
自
縫
と
い
う
新
し
い
人
物
が
登
場
し
、
白
縫
が
飼
っ
て
 
 

い
た
猿
が
白
縫
の
下
女
若
葉
を
殺
す
。
忠
国
は
大
い
に
怒
り
、
猿
を
殺
し
た
男
を
婿
に
す
る
と
断
言
す
る
。
猿
は
文
殊
院
の
小
寺
に
逃
げ
籠
 
 

も
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
殺
生
を
禁
ず
る
寺
の
こ
と
、
弓
を
引
い
て
猿
を
殺
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
為
朝
は
一
計
を
案
じ
、
鶴
 
 

を
放
し
て
高
い
塔
に
昇
っ
て
い
た
猿
を
落
し
て
殺
し
、
恩
国
に
貰
で
ら
れ
自
縫
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
為
朝
は
自
縫
を
妻
に
迎
え
、
思
国
 
 

の
後
楯
を
得
て
、
そ
の
武
勇
は
隣
国
に
広
が
っ
た
。
そ
れ
で
九
州
の
武
士
道
は
味
方
に
な
っ
た
り
、
敵
に
な
っ
た
り
す
る
。
為
朝
は
敵
対
す
る
 
 

者
を
討
ち
、
一
年
の
間
に
九
か
国
を
征
服
し
、
人
々
は
鋳
西
八
部
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
あ
ら
す
じ
で
た
ど
っ
た
「
話
」
に
注
意
す
る
と
、
こ
こ
で
始
め
て
爵
種
流
離
謂
の
話
型
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
な
る
。
①
筑
紫
と
い
う
 
 

周
縁
に
放
逐
さ
れ
た
為
朝
は
そ
の
地
の
土
豪
に
身
を
寄
せ
る
。
す
る
と
、
②
悪
猿
が
現
わ
れ
土
豪
の
家
に
危
害
を
及
ぼ
す
。
そ
こ
で
③
為
朝
が
 
 

智
謀
を
も
っ
て
悪
猿
を
退
治
す
る
。
④
そ
れ
を
喜
ん
だ
土
豪
が
娘
を
為
朝
に
与
え
る
。
こ
の
あ
ら
す
じ
か
ら
析
出
さ
れ
る
の
は
本
来
『
保
元
物
 
 

語
』
 
の
為
朝
説
話
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
種
流
離
繹
の
話
型
で
あ
る
。
⑤
自
縫
と
結
婚
し
た
為
朝
は
九
州
の
九
か
国
を
抑
え
、
統
治
 
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
す
じ
に
付
し
た
番
号
を
整
理
す
る
と
、
①
貴
種
は
中
央
か
ら
周
縁
に
放
逐
さ
れ
る
。
②
悪
な
る
霊
的
存
在
が
周
縁
に
 
 

混
乱
を
も
た
ら
す
。
③
貴
種
は
そ
の
試
練
（
苦
雉
）
を
克
服
す
る
。
④
周
縁
の
主
に
喜
ば
れ
て
そ
の
娘
と
結
婚
す
る
。
⑤
周
縁
に
流
さ
れ
た
貴
 
 

種
は
地
方
を
統
治
、
文
明
化
さ
せ
る
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

本
作
品
の
原
型
に
な
る
 
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
の
筋
立
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
乱
暴
な
為
朝
は
父
為
義
の
勘
当
を
受
け
、
九
州
 
 

の
武
家
に
預
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
武
威
を
振
っ
て
近
隣
の
武
家
を
服
従
さ
せ
、
や
が
て
は
「
総
追
捕
使
」
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
 
 

し
只
の
天
皇
家
と
摂
関
家
に
内
紛
が
起
こ
り
、
崇
徳
天
皇
、
将
長
は
為
義
の
武
力
に
摘
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
父
為
義
の
要
求
で
都
に
戻
り
、
 
 

都
で
の
保
元
の
乱
に
参
加
し
奮
戦
す
る
。
保
元
の
乱
に
破
れ
た
後
、
強
弓
を
引
か
せ
め
よ
う
に
為
朝
は
肩
の
筋
を
抜
か
れ
た
上
、
伊
豆
の
大
島
 
 

に
配
流
さ
れ
る
。
こ
れ
が
 
『
保
元
物
語
』
 
の
為
朝
説
話
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
説
話
か
ら
は
確
か
に
「
中
心
か
ら
の
放
逐
」
、
「
周
縁
に
お
け
る
試
練
と
克
復
／
周
縁
の
混
沌
の
制
圧
」
、
「
中
心
へ
の
帰
還
／
中
心
の
退
 
 

廃
の
再
生
」
、
し
か
し
中
心
の
再
生
に
失
敗
す
る
 
（
敗
北
）
。
「
中
心
か
ら
の
追
放
」
な
ど
、
貴
種
流
離
評
の
話
型
に
き
わ
め
て
近
い
モ
チ
ー
フ
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が
析
出
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
む
し
ろ
そ
の
話
型
の
崩
れ
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
前
述
し
た
馬
琴
の
 
 

『
椿
説
弓
張
月
』
 
は
完
全
な
衆
種
流
離
繹
の
話
型
に
沿
っ
て
い
る
。
 
 
 

貴
種
流
離
謂
と
は
幼
い
神
や
英
雄
が
、
本
郷
を
離
れ
て
流
浪
し
、
様
々
な
試
練
を
経
て
、
動
物
・
女
性
な
ど
の
助
け
、
知
恵
の
働
き
、
財
宝
 
 

の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
困
難
を
克
服
し
て
尊
い
地
位
に
上
が
っ
た
り
、
死
後
、
神
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
 
 

『
保
元
物
語
』
 
に
も
為
朝
と
い
う
農
種
の
放
逐
、
周
緑
で
の
苦
難
、
質
種
の
中
央
へ
の
帰
還
、
放
逐
さ
れ
た
地
域
に
新
た
な
文
明
を
創
造
す
る
 
 

な
ど
の
負
極
流
離
繹
の
話
型
が
崩
れ
て
見
え
て
い
た
。
血
貝
種
流
離
辞
は
世
界
の
様
々
な
物
語
文
学
で
見
ら
れ
る
話
型
で
、
日
本
で
は
よ
く
知
ら
 
 

れ
て
い
る
よ
う
に
折
口
信
夫
の
論
が
有
名
で
あ
る
。
作
者
馬
琴
は
本
作
品
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
こ
の
貴
種
流
離
謂
の
話
型
を
取
り
入
 
 

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
型
は
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
で
は
主
人
公
為
朝
の
流
浪
に
よ
る
地
理
的
空
間
の
拡
大
と
絡
み
合
い
、
様
々
な
空
間
で
反
複
 
 

さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
を
差
し
替
え
る
こ
と
で
話
型
を
連
鎖
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
反
復
と
連
鎖
が
本
作
品
の
長
編
化
の
重
要
な
構
造
に
な
っ
 
 

て
い
る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

本
作
品
に
お
け
る
為
朝
を
め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
こ
の
よ
う
な
貴
種
流
離
謂
の
話
型
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
締
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
 
 

の
話
型
の
反
復
は
為
朝
が
琉
球
に
渡
り
、
そ
の
地
に
新
し
い
文
明
を
創
造
す
る
に
至
る
ま
で
続
く
。
そ
の
間
為
朝
は
様
々
な
地
域
で
苦
難
に
落
 
 

ち
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
そ
し
て
そ
の
地
域
出
身
の
女
性
と
結
婚
す
る
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
反
復
す
る
こ
と
で
物
語
を
長
編
化
し
て
い
 
 

く
。
筑
紫
を
旅
立
っ
た
あ
と
の
為
朝
は
伊
豆
の
大
島
、
女
護
嶋
・
男
の
嶋
（
鬼
が
嶋
）
、
琉
球
の
順
で
島
渡
り
に
流
浪
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
 

そ
れ
が
①
に
当
た
る
周
縁
へ
の
放
逐
、
流
浪
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
を
掲
出
し
て
お
こ
う
。
 
 

・
詰
朝
乳
母
子
須
藤
九
郎
垂
季
只
一
人
を
召
具
し
て
、
都
の
空
も
す
み
栄
ぬ
、
目
も
西
へ
と
入
か
た
の
そ
の
暁
の
星
を
戴
き
、
こ
ゝ
ろ
筑
紫
 
 

の
果
ま
で
も
と
立
出
つ
ゝ
…
…
 
 

・
源
為
朝
を
伊
豆
の
大
嶋
へ
配
流
る
ゝ
の
条
、
路
次
も
つ
と
も
心
を
用
ひ
て
召
具
す
べ
き
よ
し
、
周
判
官
季
賓
を
も
つ
て
仰
ら
る
。
 
 

・
か
く
て
為
朝
主
従
は
、
女
護
の
嶋
を
船
出
し
つ
、
南
を
投
て
漕
と
漕
ほ
ど
に
、
海
上
二
十
里
ば
か
り
な
る
を
、
只
半
日
に
乗
と
ほ
し
て
、
 
 

男
の
嶋
へ
ぞ
着
た
り
け
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
叙
述
の
あ
と
は
、
最
初
の
引
用
の
あ
と
筑
紫
で
悪
猿
を
殺
し
た
よ
う
に
、
大
島
で
は
悪
政
を
行
っ
て
い
た
忠
重
を
懲
ら
し
、
琉
球
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で
は
妖
術
使
い
壕
雲
国
師
を
退
治
す
る
な
ど
、
様
々
な
苦
難
に
落
ち
て
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
。
こ
れ
が
前
掲
し
た
話
型
②
1
③
に
照
応
し
よ
 
 

う
。
い
ず
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
も
放
逐
さ
れ
た
周
縁
で
武
士
の
娘
白
縫
、
貯
臣
の
娘
範
江
、
ま
た
鳥
人
の
娘
長
女
と
結
ば
れ
て
い
る
。
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
引
用
す
る
と
、
 
 

・
さ
れ
ど
白
縫
は
、
い
ま
だ
為
朝
の
為
人
を
し
ら
ぎ
れ
ば
、
と
み
に
も
承
引
ぎ
り
し
が
彼
人
は
、
父
の
為
に
恥
辱
を
雪
た
る
恩
あ
れ
ば
、
そ
 
 

の
契
約
を
破
ら
ん
も
義
に
た
が
へ
り
と
思
ひ
か
へ
し
、
と
も
か
く
も
と
回
答
し
か
ば
、
忠
国
大
に
よ
ろ
こ
び
て
、
や
が
て
日
を
卜
、
吉
席
 
 

を
設
て
、
酒
食
盃
盤
に
至
る
ま
で
、
悉
美
を
謁
し
、
そ
の
夕
為
朝
に
、
白
縫
を
妻
あ
は
せ
け
り
。
 
 

・
為
朝
は
元
来
色
を
好
み
胎
は
ぎ
れ
ど
も
、
又
そ
の
志
を
も
空
し
う
し
が
た
く
お
ぼ
し
て
、
臥
房
ち
か
く
召
れ
し
か
ば
、
勝
江
三
年
が
程
に
 
 

三
人
の
児
を
産
て
‥
‥
‥
 
 

・
為
朝
や
が
て
長
女
を
妾
と
し
、
一
年
あ
ま
り
こ
の
嶋
に
在
し
け
る
に
、
そ
の
年
の
暮
に
、
長
女
男
児
を
産
め
り
。
 
 

と
な
る
。
こ
れ
ら
が
話
型
①
に
当
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
の
ち
為
朝
は
筑
紫
と
そ
の
周
り
を
征
服
し
て
周
縁
を
平
定
し
た
 
 

（
秩
序
づ
け
た
）
よ
う
に
、
そ
の
後
は
さ
ら
に
大
島
、
女
議
場
・
男
の
嶋
に
牧
畜
と
農
業
の
技
術
な
ど
を
伝
播
し
て
そ
の
地
を
豊
か
に
さ
せ
て
 
 

い
る
。
ま
た
、
男
女
が
一
緒
に
住
め
な
い
と
い
う
迷
信
な
ど
も
な
く
し
、
そ
の
地
を
秩
序
づ
け
文
明
化
さ
せ
る
 
（
⑤
）
。
 
 

・
為
朝
大
嶋
を
管
領
し
給
ひ
て
よ
り
、
民
に
耕
作
轟
飼
を
教
へ
、
み
ず
か
ら
山
野
摘
祥
に
し
て
業
を
す
め
、
着
を
あ
げ
て
不
能
を
あ
は
れ
み
 
 
 

給
ひ
け
れ
ば
、
洲
民
よ
ろ
こ
び
て
父
母
の
お
も
ひ
を
な
せ
り
。
 
 

・
さ
る
程
に
為
朝
は
、
三
宅
、
新
嶋
、
神
津
、
利
嶋
、
御
蔵
、
す
べ
て
五
の
嶋
を
も
打
従
へ
、
数
十
他
の
船
を
遣
ら
せ
て
、
牲
返
国
司
に
異
 
 

な
ら
ず
。
 
 

・
我
今
彼
等
を
教
化
し
て
、
男
女
を
一
ッ
に
任
し
、
伊
豆
七
嶋
の
う
ち
に
加
へ
ば
、
後
の
世
に
益
あ
る
べ
し
と
お
ぽ
し
て
、
殊
さ
ら
に
言
葉
 
 
 

を
和
げ
、
ふ
か
く
憐
み
姶
ひ
し
か
ば
…
…
 
 

為
朝
の
島
渡
り
と
い
う
伝
説
は
、
た
と
え
ば
大
島
で
の
話
は
古
本
系
の
半
井
本
『
保
之
物
語
』
 
に
も
見
え
て
い
る
が
、
女
諸
島
以
下
、
琉
球
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ま
で
の
物
語
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
在
他
に
伝
え
ら
れ
た
英
雄
伝
承
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
馬
琴
は
、
そ
の
よ
う
な
在
 
 

地
伝
承
の
「
話
」
を
採
録
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
話
」
を
娯
楽
と
し
て
操
供
す
る
た
め
に
、
誰
も
が
共
有
し
て
い
た
質
種
流
 
 

離
詳
の
話
型
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
在
地
伝
承
を
あ
た
か
も
申
刺
し
す
る
よ
う
に
貫
い
て
い
っ
た
。
反
復
と
連
鎖
と
い
う
馬
琴
の
長
編
化
構
想
 
 

が
見
て
と
れ
よ
う
。
 
 

四
 
（
話
型
）
の
連
鎖
－
琉
球
と
繋
が
る
「
話
」
の
構
造
－
 
 

馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
前
後
は
琉
球
に
理
想
的
な
回
を
誕
生
さ
せ
、
神
的
存
在
に
な
る
こ
と
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
為
 
 

朝
の
神
格
化
は
在
地
に
根
づ
い
た
為
朝
伝
説
の
帰
航
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
庶
民
に
共
有
さ
れ
た
「
話
」
に
と
っ
て
望
ま
し
い
終
り
方
で
あ
っ
た
。
 
 

馬
琴
は
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
語
り
収
め
て
い
る
。
 
 

為
朝
既
に
福
禄
寿
仙
の
擁
護
を
受
、
又
讃
岐
院
の
引
接
に
よ
つ
て
、
往
な
が
ら
神
と
な
り
、
神
変
不
測
の
通
力
を
得
て
、
日
の
本
へ
飛
締
 
 
 

り
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
人
間
に
あ
り
し
日
の
、
夙
念
を
果
さ
ん
為
に
生
を
利
し
、
死
を
救
ん
と
誓
ひ
拾
ふ
な
る
べ
し
。
 
 

こ
の
よ
う
に
貴
種
流
離
評
の
話
型
が
筑
紫
、
伊
豆
の
大
島
、
女
議
場
・
男
の
嶋
の
「
話
」
を
受
け
て
、
こ
の
琉
球
を
舞
台
に
し
た
「
話
」
で
 
 

も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
こ
の
読
本
で
は
一
つ
の
空
間
ご
と
に
同
じ
話
型
に
支
え
ら
れ
た
「
話
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 
 

確
認
で
き
る
。
 
 
 

た
だ
こ
の
為
朝
の
琉
球
渡
り
の
「
話
」
は
こ
の
読
本
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
構
成
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
当
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
 
 

「
話
」
よ
り
も
大
が
か
り
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
三
つ
に
な
ろ
う
。
 
 
 

1
．
「
話
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
る
寧
王
女
と
悪
人
に
も
貴
種
流
離
謂
の
話
型
の
「
話
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

2
・
そ
れ
ま
で
の
「
話
」
に
見
え
て
い
た
主
従
関
係
が
動
員
さ
れ
る
と
と
も
に
、
為
朝
の
息
子
舜
天
丸
に
も
貴
種
流
離
謂
の
話
型
が
施
さ
れ
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 
 

3
∴
話
」
の
読
本
は
こ
の
読
本
の
主
人
公
為
朝
が
神
に
な
る
こ
と
で
終
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
中
世
貴
種
流
離
評
（
覇
道
集
』
、
本
地
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物
語
）
 
の
結
末
が
ほ
と
ん
ど
主
人
公
の
神
化
を
も
っ
て
終
わ
る
こ
と
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
う
ち
、
3
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
世
の
本
地
物
語
の
語
り
文
芸
研
究
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
言
及
し
な
く
と
も
よ
か
ろ
う
。
 
 

本
稿
で
は
1
、
2
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
ま
ず
1
だ
が
、
そ
れ
は
寧
王
女
の
受
難
の
「
話
」
で
、
ま
さ
に
琉
球
と
い
う
他
国
で
の
貴
種
流
離
詳
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
 
 

寧
王
女
は
曝
書
国
師
と
中
婦
君
の
計
略
に
よ
っ
て
琉
球
国
の
都
か
ら
離
れ
、
琉
球
周
縁
の
地
に
放
逐
さ
れ
る
 
（
①
）
。
 
 

中
婦
君
の
妬
に
て
、
被
曝
雪
国
師
に
盗
せ
給
へ
り
と
は
晒
し
な
が
ら
、
謹
据
な
け
れ
ば
い
ひ
と
く
に
道
な
く
、
畏
け
れ
ど
、
王
も
又
、
御
 
 
 

こ
ゝ
ろ
浅
は
か
に
在
す
を
も
て
、
終
に
こ
れ
を
暁
得
給
は
ず
む
忽
地
中
城
を
廃
し
て
庶
人
と
な
し
、
わ
ら
は
と
と
も
に
こ
の
処
に
乗
ら
れ
 
 

た
れ
ば
、
あ
り
し
昔
に
か
は
り
ゆ
く
、
朝
の
山
の
し
ら
雲
も
、
住
は
て
が
た
き
都
を
隔
、
泣
み
か
な
し
み
空
蝉
の
わ
が
身
の
秋
を
か
こ
ち
 
 

つ
ゝ
、
こ
こ
に
あ
る
事
三
歳
に
お
よ
び
…
…
 
 

三
年
間
の
悲
し
い
生
活
の
後
、
為
朝
が
持
っ
て
き
た
玉
の
お
陰
で
中
心
の
琉
球
国
の
都
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
③
）
。
最
後
に
は
死
ん
だ
 
 

白
縫
の
霊
が
憑
き
、
命
を
救
わ
れ
為
朝
と
と
も
に
天
に
登
る
こ
と
に
な
る
（
⑤
）
。
女
性
を
主
人
公
と
し
た
貴
種
流
離
詳
の
構
造
が
見
て
と
れ
 
 

る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
放
逐
、
試
練
の
克
服
、
昇
天
、
そ
し
て
神
と
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
連
鎖
し
て
い
る
。
主
人
公
の
為
朝
以
外
に
こ
の
 
 

話
型
が
他
の
重
要
人
物
に
も
認
め
ら
れ
る
の
は
こ
の
琉
球
渡
り
の
物
語
だ
け
だ
が
、
実
は
こ
の
悪
人
の
曝
書
国
師
に
も
こ
の
話
型
が
認
め
ら
れ
 
 

る
。
 
 
 

そ
の
意
図
に
は
お
そ
ら
く
馬
琴
の
読
本
に
は
な
じ
み
の
勧
善
懲
悪
の
主
題
に
よ
る
恋
着
の
せ
り
出
し
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
 
 

て
善
の
代
表
で
あ
る
為
朝
と
対
等
に
渡
り
合
う
恋
人
が
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
半
部
分
に
お
い
て
巨
大
な
悪
（
敵
）
 
と
し
て
登
場
し
て
 
 

い
る
嘩
雪
国
帥
は
、
琉
球
を
開
国
し
た
王
に
よ
り
旧
札
山
に
放
逐
さ
れ
石
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
 
（
①
）
。
し
か
し
尚
寧
王
が
旧
札
山
の
札
 
 

塚
を
暴
い
た
と
き
国
師
は
石
の
中
か
ら
解
き
放
た
れ
、
遂
に
世
の
中
に
出
る
こ
と
に
な
る
 
（
②
）
。
そ
の
後
、
利
勇
や
中
婦
君
と
策
謀
を
め
ぐ
 
 

ら
し
寧
王
女
を
苦
し
め
、
さ
ら
に
妖
術
を
用
い
て
妖
獣
禍
を
呼
び
寄
せ
、
王
と
中
婦
君
を
殺
す
（
③
）
。
こ
う
し
て
王
権
を
奪
い
喋
雲
法
君
と
 
 

称
す
（
⑤
）
。
こ
こ
ま
で
が
琉
球
国
の
纂
尊
王
と
な
る
噂
雪
国
師
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。
悪
の
権
化
と
も
い
う
ぺ
き
国
師
の
素
性
が
貴
種
流
離
 
 

謂
（
変
形
）
 
の
 
（
話
型
）
で
語
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
執
着
懲
悪
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
国
師
は
尊
の
英
雄
舜
天
丸
の
矢
と
為
朝
の
宝
剣
に
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切
ら
れ
る
。
 
 
 

次
に
2
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
で
は
血
筋
に
よ
る
貴
様
流
離
辞
の
連
鎖
も
み
ら
れ
る
。
為
朝
は
自
縫
、
彫
江
、
長
女
と
結
ば
れ
る
が
、
そ
の
 
 

う
ち
の
一
人
で
あ
る
白
鍵
が
生
ん
だ
舜
天
丸
は
、
琉
球
統
一
後
、
為
朝
の
後
を
継
い
で
琉
球
王
に
な
る
。
正
賓
の
自
縫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
舜
 
 

天
丸
に
貴
種
流
離
謂
の
訪
型
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
子
供
連
と
追
っ
て
質
種
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
馬
琴
は
こ
こ
で
も
新
し
い
員
穐
流
離
評
を
反
復
さ
せ
る
。
後
半
部
の
琉
球
の
物
語
に
な
る
と
、
為
朝
は
神
と
な
っ
て
昇
天
す
 
 

る
。
こ
こ
か
ら
『
中
世
世
鑑
』
の
始
祖
伝
説
と
は
異
な
る
プ
ロ
ッ
ト
に
な
る
た
め
、
為
朝
以
外
の
王
が
必
要
に
な
り
、
琉
球
王
に
な
る
と
い
う
 
 

の
が
舜
天
丸
の
費
種
流
離
辞
で
あ
る
。
 
 

主
従
只
二
人
、
姑
巴
嶋
に
五
七
年
の
月
日
を
お
く
る
に
、
鹿
の
皮
を
衣
と
し
、
鳥
の
羽
を
褒
と
し
、
夜
は
屈
宅
の
内
に
臥
し
、
昼
は
磯
方
 
 

に
千
鳥
を
友
と
し
、
朝
な
〈
海
よ
り
出
る
日
影
を
見
て
も
、
故
郷
の
な
つ
か
し
け
れ
ば
、
舜
天
丸
は
、
（
中
略
）
胸
く
る
し
さ
は
い
か
な
 
 

り
け
ん
。
思
ひ
や
る
に
も
表
れ
な
り
。
 
 

舜
天
丸
は
姑
巴
嶋
に
紀
平
治
と
と
も
に
流
さ
れ
て
お
り
（
①
）
、
様
々
な
試
練
に
も
遭
遇
す
る
。
そ
の
後
、
為
朝
と
再
会
し
、
最
大
の
敵
で
 
 

あ
る
嘩
雲
国
師
を
退
治
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
曙
雲
退
治
の
兵
法
を
仙
人
か
ら
聞
き
、
矢
を
射
っ
て
囁
雲
を
殺
す
（
②
 
 

1
③
）
。
こ
の
こ
と
は
最
後
に
、
舜
天
丸
が
琉
球
の
王
に
な
る
設
定
と
強
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
噂
雲
国
師
を
殺
し
た
後
、
小
萩
を
 
 

皇
后
と
し
て
、
ま
た
久
米
子
を
次
の
后
と
し
て
迎
え
て
い
る
（
④
）
。
「
舜
天
丸
は
脱
る
ゝ
に
道
な
く
て
、
中
山
王
の
位
に
即
、
龍
宮
城
を
更
て
 
 

即
歓
骨
殿
と
号
し
、
舜
天
王
と
科
し
拾
へ
ば
」
と
あ
っ
て
舜
天
丸
が
琉
球
王
に
即
位
し
て
い
る
（
⑤
）
。
こ
の
よ
う
に
舜
天
丸
を
費
種
と
し
た
 
 

貴
種
流
離
詳
の
構
造
が
後
半
部
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
為
朝
以
外
に
も
、
系
譜
に
よ
る
長
男
と
し
て
の
優
先
権
を
持
つ
舜
天
丸
の
貴
種
 
 

流
離
謂
は
、
本
作
品
の
長
綿
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
為
朝
の
費
種
流
離
謂
に
続
く
重
要
な
骨
格
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
紀
平
治
と
い
う
人
物
が
注
目
さ
れ
る
。
紀
平
治
は
前
編
二
回
、
筑
紫
で
為
朝
と
主
従
の
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
父
子
に
仕
え
た
家
 
 

臣
で
あ
る
。
こ
の
紀
平
治
が
琉
球
に
起
源
を
持
つ
こ
と
は
琉
球
渡
り
の
「
話
」
の
構
造
に
と
っ
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
紀
平
治
 
 

は
為
朝
、
自
縫
、
舜
天
丸
な
ど
に
付
き
随
っ
て
様
々
な
場
所
を
流
離
し
て
い
る
。
前
編
で
は
為
朝
を
連
れ
て
琉
球
に
渡
り
、
保
元
の
乱
後
は
為
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朝
を
奪
還
す
る
た
め
、
白
鍵
と
大
島
に
向
か
っ
て
い
た
。
後
編
で
は
、
舜
天
丸
と
と
も
に
姑
巴
嶋
に
流
さ
れ
、
大
き
な
試
練
に
遭
遇
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
み
て
も
、
為
朝
と
主
従
の
関
係
で
あ
る
紀
平
治
に
関
し
て
も
も
流
離
謂
の
話
型
が
み
ら
れ
る
。
紀
平
治
の
祖
父
は
琉
 
 

球
の
人
で
、
琉
球
か
ら
筑
紫
に
漂
着
し
た
。
次
が
紀
平
治
の
祖
父
の
流
離
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
 
（
①
）
。
 
 

そ
れ
が
し
は
紀
平
治
と
い
ふ
猟
夫
な
り
。
祖
父
は
元
琉
球
国
の
人
な
り
し
が
、
一
年
漂
流
し
て
そ
の
船
筑
紫
に
著
し
か
ば
、
遂
に
日
本
に
 
 

留
り
て
、
肥
後
の
菊
池
に
奉
公
せ
り
。
し
か
る
に
祖
父
没
し
て
後
父
な
る
も
の
故
あ
り
て
浪
人
し
、
こ
の
豊
後
に
移
り
住
む
と
い
へ
ど
も
、
 
 
 

世
わ
た
る
便
な
き
ま
ゝ
に
、
猟
人
の
業
を
な
し
て
一
生
を
お
く
り
、
そ
れ
が
し
に
至
り
て
も
な
ほ
業
を
更
ず
。
 
 

紀
平
治
は
筑
紫
で
猟
の
生
活
を
し
、
八
代
と
結
婚
す
る
 
（
④
）
。
そ
の
後
、
為
朝
と
主
従
の
関
係
を
結
び
、
琉
球
に
一
緒
に
渡
る
が
、
曝
書
 
 

の
妖
術
に
よ
り
離
れ
て
し
ま
う
。
白
縫
、
舜
天
丸
と
と
も
に
島
の
貧
し
い
生
活
を
経
験
す
る
（
②
）
。
琉
球
統
一
後
、
法
司
と
な
り
舜
天
王
の
 
 

補
佐
役
を
す
る
 
（
⑤
）
。
こ
の
よ
う
に
紀
平
治
に
関
し
て
も
流
離
繹
の
構
造
が
同
様
に
描
か
れ
て
お
り
、
為
朝
、
白
鍵
、
舜
天
丸
な
ど
の
貴
種
 
 

を
補
佐
し
た
う
え
、
流
離
渾
の
話
型
が
反
復
・
連
鎖
さ
れ
て
い
る
。
為
朝
の
貴
穫
流
離
謂
の
話
型
は
血
筋
、
主
従
の
関
係
に
よ
っ
て
、
実
子
の
 
 

舜
天
丸
、
家
臣
の
紀
平
治
に
も
反
復
・
連
鎖
さ
れ
て
い
く
と
い
え
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

本
稿
で
は
馬
琴
の
 
『
椿
説
弓
張
月
』
 
の
長
編
化
構
想
を
、
話
型
の
反
復
と
連
鎖
と
い
う
点
に
着
日
し
て
考
察
し
て
み
た
。
馬
琴
は
そ
の
趣
向
 
 

と
し
て
稗
史
小
説
を
採
用
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
根
本
的
な
構
造
と
し
て
は
そ
の
稗
史
小
説
が
持
っ
て
い
る
「
話
」
 
の
構
造
を
取
っ
て
い
た
。
 
 

ま
た
、
稗
史
小
説
が
描
こ
う
と
し
た
正
史
を
日
本
の
も
の
か
ら
探
し
、
本
作
品
で
は
為
朝
説
話
が
そ
の
正
史
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
作
品
は
 
 

為
朝
説
話
か
ら
長
編
化
の
た
め
の
 
「
話
」
 
の
構
造
を
と
り
、
そ
れ
か
ら
析
出
さ
れ
た
貴
種
流
離
繹
を
ベ
ー
ス
に
し
た
話
型
を
作
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
為
朝
と
い
う
車
種
の
放
逐
、
周
縁
で
の
苦
難
、
周
縁
の
女
と
の
結
婚
、
貴
種
の
中
央
へ
の
帰
還
、
周
縁
と
中
心
に
お
け
る
新
た
な
世
界
 
 

創
造
と
い
う
話
型
を
持
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
空
間
移
動
、
逸
脱
と
い
う
方
法
が
用
意
さ
れ
、
様
々
な
登
場
人
物
に
お
い
て
の
同
じ
話
型
が
反
 
 

復
、
連
鎖
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
話
型
の
反
復
、
連
鎖
に
よ
っ
て
本
作
品
は
長
編
化
し
て
善
か
れ
た
。
近
代
の
人
物
の
心
理
、
情
景
描
写
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な
ど
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
は
追
う
話
型
に
沿
っ
た
展
開
の
仕
方
で
あ
る
。
ま
た
、
様
々
な
地
域
を
舞
台
に
し
た
の
は
、
近
世
の
空
間
 
 

認
識
の
拡
大
と
新
し
い
地
域
に
対
す
る
民
衆
の
興
味
な
ど
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
舞
台
の
拡
大
も
ま
た
本
作
品
の
長
編
化
に
と
っ
て
大
き
 
 

な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
よ
う
な
話
型
の
反
復
と
連
鎖
、
空
間
認
識
の
拡
大
は
本
作
品
が
長
編
化
し
て
番
か
れ
る
こ
と
に
重
要
な
モ
チ
ー
フ
 
 

に
な
っ
て
い
る
。
 
 

注
 
 
 

本
稿
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
後
藤
丹
治
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
十
⊥
ハ
十
一
椿
説
弓
張
月
上
下
』
 
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
・
三
十
七
）
 
に
よ
る
。
 
 

T
）
 
『
椿
説
弓
張
月
』
は
二
十
八
巻
二
十
九
州
（
前
編
・
後
編
・
統
綿
各
六
巻
、
拾
遺
・
域
繍
各
五
番
）
 
で
葛
飾
北
斎
二
七
六
〇
－
一
八
四
九
）
が
挿
絵
を
画
い
た
。
 
 

文
化
四
年
二
八
〇
七
）
 
か
ら
同
八
 
（
一
八
一
こ
牛
ま
で
書
か
れ
、
根
元
は
平
林
庄
五
郎
・
西
村
源
六
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
「
（
唐
山
の
演
義
小
説
に
倣
ひ
、
多
く
は
憑
空
結
構
の
筆
に
成
）
る
と
あ
る
や
う
に
、
支
那
小
説
に
脚
色
を
借
り
た
も
の
で
、
殊
に
為
朝
が
琉
球
に
減
つ
て
か
ら
の
事
 
 

蹟
は
主
と
し
て
水
洒
後
伝
に
趣
向
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
」
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
 
（
三
省
堂
、
昭
和
二
十
一
年
）
n
 
 

（
3
）
大
高
洋
司
「
『
椿
説
弓
張
月
』
－
構
想
と
考
証
－
」
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
2
2
 
馬
琴
』
 
（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
 
 

（
4
）
大
高
洋
司
「
読
本
と
本
屋
⊥
只
伝
と
馬
琴
の
場
合
」
『
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
 
（
撃
燈
祉
、
一
九
九
七
年
 
九
月
号
、
八
三
貴
）
。
 
 

（
5
）
「
読
本
発
生
に
中
国
白
話
小
説
と
ら
ん
で
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
に
、
こ
の
仏
教
長
編
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
史
書
古
 
 

典
を
用
い
る
こ
と
や
、
長
編
小
説
を
構
成
す
る
こ
と
や
、
同
じ
く
懲
悪
勧
善
と
言
い
、
因
果
応
報
と
い
っ
て
も
、
中
国
小
説
と
や
や
過
っ
た
読
本
の
そ
れ
ら
と
同
じ
 
 

日
本
的
な
も
の
を
持
っ
た
こ
と
や
、
和
渾
雅
俗
混
清
文
を
用
い
る
こ
と
の
、
手
取
早
き
見
本
を
、
読
本
作
者
に
示
し
た
も
の
は
む
し
ろ
こ
の
頬
で
あ
っ
た
。
」
「
読
本
 
 

発
生
に
関
す
る
諸
問
題
」
『
中
村
幸
彦
著
述
集
 
第
五
巻
』
 
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
七
年
、
三
九
二
貢
）
。
 
 
 

（
6
）
永
横
安
明
、
島
田
勇
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
3
1
 
保
元
物
語
 
平
治
物
語
』
 
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
六
牛
、
八
鵬
－
八
三
賞
）
む
 
 
 

（
7
）
 
「
日
本
の
古
い
文
学
は
貿
種
流
離
詳
と
い
ふ
一
つ
の
類
型
を
持
っ
て
ゐ
る
。
源
氏
物
語
の
須
磨
ノ
巻
・
明
石
ノ
巻
に
お
い
て
も
、
あ
る
ひ
は
ま
た
古
今
集
の
業
平
の
 
 

歌
、
あ
る
ひ
は
小
野
豊
の
歌
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
上
代
に
は
貴
種
流
離
の
話
が
非
常
に
多
い
じ
竹
取
物
語
も
さ
う
だ
し
、
丹
後
風
土
記
に
も
か
か
る
横
 
 

型
が
出
て
く
る
。
身
分
の
高
い
幼
い
人
が
流
さ
れ
る
と
い
ふ
悲
し
い
文
学
の
型
は
移
し
い
ほ
ど
多
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
日
本
民
族
が
古
代
か
ら
通
じ
て
ゐ
た
信
仰
 
 

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
」
『
折
口
信
夫
全
集
5
』
 
（
中
央
公
論
祉
、
一
九
九
五
年
、
二
八
貢
）
。
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