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叉
著
者
自
ら
も
言
は
れ
る
如
く
､
九
州
地
方
殊
に
薩
摩
の
密

貿
易
史
は
'
長
崎
貿
易
の
裏
面
史
と
も
言
ふ
べ
き
､
甚
だ
重
要

な
る
も
の
で
あ
る
が
'
之
を
割
愛
せ
ら
れ
た
事
は
遺
憾
こ
の
上

も
な
い
.
強
ひ
て
戦
尊
を
拾
ふ
事
は
不
可
能
で
は
な
い
o

又
異

説
を
立
て
る
事
も
出
来
よ
う
｡
紳
な
ら
ぬ
人
間
の
作
品
は
'
常

に
未
完
成
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
は
決
し
て
本
書
の
償
値
と
意
義

と
を
動
格
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
｡
繰
り
返
へ
し
て
言
ふ
｡

喜
き
聞
也
を
東
洋
史
の
立
場
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
､
之
を
も
鼎

の

7
脚
た
ら
し
め
ら
れ
た
功
は
永
久
に
銘
記
せ
ら
る
べ
き
で
あ

ら
う
｡
こ
の
基
礎
に
立
ち
'
更
に
､
常
時

｢
天
下
の
台
所
｣
と

し
て
'
全
図
の
富
の
七
割
ま
で
を
集
め
た
と
構
せ
ら
れ
る
大
阪

控
酒
と
'
そ
の
輸
血
管
な
る
べ
き
長
崎
港
と
の
関
係
､
近
畿
地

方
絹
織
物
業
と
長
崎
に
於
け
る
絹
生
羅
貿
易
と
の
関
係
等
､
重

要
且
つ
興
味
あ
る
研
究
に
ま
で
静
展
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
.
∩
堀
井

7
雄
∪

古

史

雑

草

八
瀞

(
諸
手
綾
育
)

羅
横
揮
編
著

蛇
図
二
十
七
年
九
月
~
開
明
書
ilig
331
駁
'

日
銀

1
二
貢
'
序
文
三
九
貢
､
本
文
六

八
六
貫
'
報
釈
卒
装
本
二
元
六
角

民
国
十
五
年
へ
昭
和
元
年
)顧
嶺
剛
氏
が
始
め
て
新
馬
の
族
職

を
楯
て
'
古
代
史
料
本
文
批
判
の
方
法
論
に
開
す
る
自
己
及
び

現
代
文
郷
学
者
の
論
文
を
分
類
編
輯
し
て
古
史
桝
弟

一
冊
を
世

に
問
う
て
以
来
己
に
十
三
年
､
冊
を
重
ね
る
毎
に
籍
幅
槍
大
し

て
堂
々
五
六
百
貢
を
下
ら
ざ
る
大
冊
を
縛
出
し
､
今
弟
六
冊
の

出
版
を
見
る
に
至
っ
た
0

本
肝
は
第
四
冊
の
諸
子
叢
敦
と
同
じ

-
羅
根
揮
氏
の
編
輯
に
か
1
り
､
諸
子
縛
考
と
転
さ
れ
'
民
国

二
十

1
年
(
昭
和
八
年
)
第
四
冊
出
版
以
後
に
公
表
さ
れ
た
諸
子

拳
の
論
文
が
類
集
さ
れ
て
ゐ
る
｡

析
牧
の
論
文
五
十
籍
は
二
部

に
分
た
れ
､
上
編
は
羅
梶
棒
氏
の

｢
晩
周
諸
子
反
古
考
｣
鰻
穆

の

｢
先
秦
諸
子
繋
年
敦
餅
自
序
｣
の
通
論
を
冠
し
て
以
下
儀

･

墨

･
遺

･
法
凹
家
に
関
す
る
考
詮
を
収
め
る
に
封
し
て
'
下
編

は
調
速
の

｢
評
論
近
人
考
嬢
老
子
年
代
的
方
法
｣
に
始
り
､
専

ら
老
子
に
関
す
る
論
文
を
集
め
て
ゐ
る
｡
､

此
の
編
基
方
針
も
亦

第
四
冊
の
夫
の
踏
襲
で
あ
っ
て
､
弟
四
冊
で
は
上
編
は
胡
適
の

｢
諸
子
不
出
於
王
官
論
｣
下
編
は
梁
啓
超
の

｢
論
老
子
善
作
於

戦
闘
之
未
｣
を
冒
頭
と
し
て
之
を
中
心
と
し
て
上
編
は
儒
･墨
･

遣
･法
相
家
'
下
編
は
老
子
に
関
す
る
論
敦
を
網
羅
し
て
ゐ
た
｡

民
国
の
諸
子
翠
術
研
究
は
胡
適
の

｢
諸
子
不
出
於
王
宮
論
｣

に
始
る
と
云
は
れ
る
｡
(
磯
路

｢
古
史
桝
第
四
冊
序
｣
参
照
)
班

樹
の

｢
漢
書
｣

重
文
志
の
諸
子
の
九
流
涙
が
周
代
の
王
室
の
諸

二一･88
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官
職
に
淵
源
す
る
と
云
ふ
説
に
懐
疑
を
抱
き
'
諸
子
を
春
秋
戦

国
間
の
時
代
を
異
に
し
､
そ
の
時
潮
の
推
移
に
鷹
じ
て
輿
磨
し

た
諸
思
想
と
し
て
解
樺
せ
ん
と
し
た
の
が
胡
適
の
議
論
で
あ
っ

た
.
諸
子
挙
術
思
想
の
静
展
史
的
考
察
を
導
入
し
た
鮎
こ
そ
明

通
が
近
代
諸
子
附
究
の
組
と
仰
が
れ
る
理
由
で
あ
る
O

民
図
に

勃
興
し
た
挙
術
思
想
の
旺
胎
は
粟
に
古
-
清
未
の
轡
法
運
動
期

の
康
有
麓
､
梁
啓
超
両
家
の
思
想
中
に
求
め
ら
れ
る
.
顧
誼
剛

氏
は
康
有
為
が

｢
孔
子
攻
制
考
｣
に
於
て
戦
国
の
諸
子
が
古
代

の
聖
人
に
仮
托
し
た
理
想
制
度
を
提
唱
し
､
制
度
革
新
の
手
段

と
す
る
の
は
孔
子
が
桶
を
な
し
'
諸
子
之
に
倣
っ
た
の
で
あ
る

と
の
説
を
以
っ
て
近
世
の
古
代
史
単
及
び
諸
子
の
史
的
研
究
の

新
紀
元
を
残
す
も
の
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
(顧
氏
｢
古
史
桝

弟
糾
肝
序
｣
)
羅
棟
鐸
氏
は
本
肝
冒
頭
に
収
め
た
｢
晩
周
諸
子
反

古
考
｣
に
於
て
､
右
の
如
き
康
有
馬
の
所
謂
戦
図
の
托
苗
思
想

に
封
立
し
諸
子
の
内
に
は
起
っ
て
来
た
反
請
思
想
を
問
超
に
し

て
ゐ
る
｡
托
古
が
現
行
の
制
度
に
憤
ら
ず
し
て
'
竃
制
に
托
し

て
改
造
を
行
は
ん
と
す
る
私
聾
者
の
自
由
思
想
で
あ
る
に
封
し

て
'
反
古
と
は
統
治
者
の
政
治
を
擁
護
し
て
'
私
拳
を
禁
断
せ

ん
と
す
る
言
論
統
制
策
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
.
反
古
思
想

は
先
づ
墨
子
に
於
て
は
儒
家
の
奉
す
る
周
代
の
制
度
を
論
破
す

る
目
的
の
下
に
構
成
さ
れ
援
渉
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
｡
然
し

孔
子
の
托
古
し
た
周
制
を
破
壊
し
た
上
に
､
墨
子
は
更
に
夏
制

な
る
托
苗
を
行
っ
た
｡
墨
子
の
反
古
は
自
己
の
托
苗
を
確
立
す

る
前
提
と
し
て
､
他
教
の
托
苗
を
破
壊
す
る
補
助
理
論
に
過
ぎ

な
か
っ
た
｡
葡
子
に
於
て
は
庚
制
夏
制
の
先
王
に
托
し
た
苗
制

は
人
間
理
性
に
も
ど
る
も
の
と
し
て
却
け
ら
れ
'
後
王
即
ち
周

王
の
制
度
が
悌
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ

一
般
的
反
古
-
資
は

近
古
尊
重
-
思
想
を
基
礎
理
論
と
し
て
ゐ
る
｡

商
君

･
韓
非
子

に
あ
つ
て
は
世
が
興
れ
ば
事
舘
を
異
に
し
､
制
度
奨
草

の
必
要

を
認
め
る
歴
史
的
進
化
論
を
基
礎
と
す
る
反
古
撃
法
理
論
と
な

っ
た
.
更
に
呂
氏
春
秋
に
至
っ
て
は
､
前
述
の
灰
古
理
論
の
残

存
す
る
と
共
に

一
方
再
び
托
古
思
想
が
萌
芽

し
た
〇

一
般
的
に

云

へ
ば
戦
陶
初
期

･
中
期
は
托
苗
制
'
後
期
は
反
古
思
想
が
流

行
L
t
托
古
が
現
状
革
新
諭
で
あ
り
､
私
塾
の
自
由
思
想
で
あ

る
に

封
し
て

反古
は

統
治

者
擁
護

二

言論
統
制
策
を
主
張
す

る
｡

托
古
は

封建

貴
族

に
反

封
す
る
没

落貴

族
或
は
新
興
地
主

中
の
知
識
階
級
の
提
唱
に
か
1
わ
､
反
古
は
戦
闘
中
期
以
後
の

王
槍
確
立
に
件
ひ
統
治
階
級
を
代
表
す
る
思
想
で
あ
る
と
結
論

せ
ら
れ
た
｡

羅
氏
の
前
掲
論
文
に
次
ぐ
鰻
穆
氏
の

｢
先
秦
諸
子
繋
年
致
朗

89
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自
序
｣
は
民
国
二
十
四
年
商
務
印
書
館
か
ら
変
行
せ
ら
れ
た
自

著
軍
行
本
の
序
で
あ
る
｡
東
北
大
拳
の
武
内
義
雄
教
授
は
先
秦

思
想
の
蓉
達
を
考
へ
る
麓
に
諸
子
の
時
代
を
定
め
ん
と
し
､
史

記
六
図
年
表
を
基
準
と
す
る
時
に
種

々
の
矛
盾
を
生
す
る
の
で

之
を
救
ふ
翁
に
｢
六
固
年
表
の
訂
誤
｣
を
試
み
､
昭
和
三
年
(
氏

図
十
七
年
)
高
瀬
博
士
還
暦
記
念
支
剃
畢
論
叢
に
賢
表
さ
れ
'

後
若
干
の
訂
正
を
加

へ
て

｢
諸
子
概
説
｣
の
巻
末
に
附
銀
と
さ

S
･た
.
鰻
氏
は
民
閲
十
二
年
以
来
､
武
内
教
授
と
同
様
に
諸
子

の
時
代
を
決
定
す
る

｢
諸
子
繋
年
｣
の
続
を
草
し
始
め
､
同
じ

く
六
図
表
の
錯
誤
多
い
の
に
驚
き
､
そ
の
校
:<
に
志
し
た
と
云

ふ
｡
自
序
は
全
-
こ
の
六
図
表
校
訂
の
大
綱
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
｡
武
内
教
授
と
鰻
氏
の
六
図
表
訂
誤
の
意
園
は
同

一
で
あ

り
､
古
本
竹
書
紀
年
を
基
準
と
し
て
司
馬
遷
の
誤
謬
を
正
さ
う

と
す
る
方
法
も
類
似
し
て
ゐ
る
｡
魂
図
の
年
代
記
で
あ
る
竹
書

紀
年
に
よ
る
魂
の
年
譜
は
､
二
氏
殆
ん
ど
同

一
の
結
果
に
到
達

し
て
ゐ
る
が
､
轡
譜

･
魯
譜
等
に
至
っ
て
は
可
成
の
差
違
が
あ

る
｡
司
馬
遷
の
六
固
年
表
に
封
し
て
は
古
-
は
棒
春
薄
の
戦
闘

紀
年
の
如
き
前
清
の
単
著
に
よ
る
校
訂
の
専
著
も
あ
り
､
又
近

く
は
故
新
城
新
域
博
士
の

｢
孔
孟
紀
年
｣
(高
瀬
博
士
還
暦
記
念

支
那
畢
論
叢
)
或
は

H
･
M
asp
c
ro
氏
の
｢
紀
元
前
四
世
紀
に

於
け
る
帝
王
の
紀
年
｣

L
a

ch
ro
n
o
log
ie
d

e
s

r
o

i
s

d
e

T

s}i
au
W
e

s
i
b
c
l
e

a

v
a
n
t

n
o
tre
a
re･
(T
.o
u
n
g

P
ao

t928
)
の
如
き
緒
論
作
が
あ
る
が
､
輪
不
明
の
乱
が
少
か
ら
す

存
す
る
O
鰻
氏
は
武
内
博
士
の
得
譜
に
封
し
て
は
種
々
の
反
駁

を
試
み
て
ゐ
る
が
､
賛
譜
そ
の
他
の
異
同
に
就
て
は
別
に
言
及

し
て
ゐ
な
い
｡
史
記
六
図
表
の
校
訂
は
極
め
て
困
難
な
課
題
で

あ
り
､
今
俄
に
鰻
氏
､
或
は
他
の
諸
氏
の
説
の
何
れ
を
是
な
り

と
論
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
'
又
限
ら
れ
た
紙
面
の
許
さ

な
い
虚
で
あ
る
の
で
'
鰻
氏
の

｢
諸
子
繋
年
｣
の
焼
野
た
る
六

困
年
表
に
就
て
'
侍
疑
問
の
鮎
が
少
か
ら
す
存
す
る
こ
と
を
指

摘
す
る
に
ーし
め
る
.

本
書
の
所
載
論
文
は
五
十
に
上
り
'
そ
の
著
者
及
論
文
短
日

を
奉
げ
る
だ
け
で
既
に
和
宮
の
紙
幅
を
要
す
る
'

1
々
の
論
文

の
内
容
に
亘
っ
て
紹
介
批
評
す
る
こ
と
は
紙
面
の
容
さ
ぬ
塵
で

あ
る
｡
下
編
の
老
子
の
年
代
に
関
す
る
諸
論
者
に
就
て
は
､
.羅

氏
が
自
序
中
に
於
て
'
宋
代
以
後
本
音
に
及
ぶ
迄
の
二
十
九
単

者
の
説
を
簡
軍
に
要
約
説
明
し
て
ゐ
る
か
ら
､
之
に
就
い
て
見

る
事
が
出
来
る
｡

上
編
に
於
て
は
諸
子
の
極
め
て
個
別
的
な
問

題
が
多
-
'
通
論
と
し
て
は
羅

･
鰻
二
氏
の
右
二
雄
篤
が
注
目

さ
れ
る
.
第
四
肝
の
諸
子
叢
考
に
於
て
は
練
板
揮
自
身
の
論
文

90
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が
最
も
多
-
'
鰻
穆
氏
の
論
文
が
之
に
次
い
で
多
数
収
め
ら
れ

そ
の
他
に
朗
適

･
梁
啓
超

･
顧
諏
剛
を
始
め
多
数
の
畢
者
の
論

文
が
少
数
宛
あ
っ
･た
.
本
冊
も
亦
同
様
な
娘
悪
で
あ
る
｡
故
に

羅
氏
と
鰻
氏
の
二
通
諭
に
よ
っ
て
'
本
書
を
代
表
せ
し
め
る
こ

と
も
決
し
て
不
雷
で
は
無
か
ら
う
｡
羅
根
揮
氏
は
河
北
省
深
願

の
人
で
'
清
華
大
挙
研
究
院
困
畢
門
及
燕
亮
大
挙
恰
併
燕
京
敵

国
撃
研
究
所
の
出
身
で
安
徽
大
勢
中
国
語
文
系
の
専
任
教
授
で

あ
り
'
本
書
以
外
に
孟
子
傍
論

･
常
子
探
源

･
中
国
文
畢
批
評

史

･
楽
府
文
畢
史
の
著
述
が
あ
る
｡
氏
は
諸
子
の
著
作
年
代
'

流
別
の
孝
詮
か
ら
始
り
近
年
は
本
書
の
反
古
思
想
の
考
案
に
於

て

一
班
を
示
さ
れ
た
如
-
､
諸
子
の
思
想
の
生
成
を
そ
の
保
持

者
た
る
融
合
階
級
と
関
連
せ
し
め
る
融
合
単
的
な
見
地
を
取
っ

て
釆
て
ゐ
る
｡
鰻
穆
氏
は
本
質
は
江
蘇
無
錫
'
中
畢
卒
業
以
後

は
全
-
の
猫
挙
で
あ
り
'
そ
の
研
究
の
成
果
を
認
め
ら
れ
'
遂

に
北
京
大
挙
史
畢
系
教
授
と
な
っ
た
人
で
あ
る
｡
そ
の
著
作
に

は
前
述
の

｢
先
秦
諸
子
繋
年
｣
の
外
､
諸
子
に
関
す
る
も
の
の

み
で
も
墨
子

･
慮
施
公
孫
龍
等
が
あ
る
｡
諸
子
研
究
に
於
て
先

づ
史
料
の
精
密
な
校
訂
に
よ
る
厳
密
な
年
代
決
定
よ
り
進
ま
ん

と
す
る
｡
｢
先
秦
諸
子
繋
年
｣
の
五
百
貢
の
大
作
は
そ
の
綿
密
な

る
孝
行
の
文
字
に
よ
り
坤
め
ら
れ
'
文
章
極
め
て
倍
個
で
殆
ん

ど
通
読
に
堪
え
な
い
｡
諸
子
の
思
想
内
容
よ
り
も
寧
ろ
外
面
的

な
諸
子
の
倦
記
等
の
史
料
の
校
訂
に
向
ひ
､
そ
れ
に
よ
ゎ

一
面

的
に
年
代
を
考
謹
決
定
せ
ん
と
し
た
虚
に
長
所
が
あ
る
と
共
に

快
晴
が
潜
ん
で
ゐ
る
｡
鰻
氏
の
は
そ
の
著

｢
論
語
要
略
｣
に
於

て
我
が
伊
藤
仁
斎

･
安
井
息
軒
の
詮
を
引
用
L
t
叉
林
泰
輔
氏

の

｢
周
公
と
そ
の
時
代
｣
の

一
部
を
抄
謬
し
た

｢
周
公
｣
を
出

し
て
ゐ
る
鮎
か
ら
'
諸
子
研
究
に
も
本
邦
の
畢
者
'
特
に
武
内

博
士
の
影
響
が
少
か
ら
す
存
す
る
と
想
像
さ
れ
る
｡

羅
根
揮
氏
の
前
著
諸
子
叢
考
及
本
書
｢
諸
子
雑
考
｣
は
､
鰻
氏

の
｢
先
秦
諸
子
繋
年
｣
､
武
内
博
士
の
｢
常
子
概
説
｣
と
胡
並
び
､

本
文
批
評
を
重
視
す
る
現
代
諸
子
輿
の
代
表
著
作
で
あ
る
｡
方

法
は
違
ふ
が
鴻
友
蘭
の

｢
中
国
哲
畢
史
｣
の
諸
子
の
部
分
の
哲

拳
史
的
研
究
も
亦
之
に
伍
し
得
る
｡
民
国
初
年
の
捕
逸
の

｢
中

国
哲
箪
史
大
綱
｣
梁
啓
超
の

｢
先
秦
政
治
思
想
史
｣
に
比
較
す

れ
ば
､
近
年
の
諸
子
拳
､
特
に
そ
の
文
献
単
的
研
究
の
進
歩
に

瞳
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
の
中
に
あ
っ
て
羅
氏
の
害
は
特
に

現
代
諸
子
撃
の
論
文
を
類
集
L
t
そ
の
成
典
を

一
目
の
下
に
展

望
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
'
専
門
家
で
な
い
我
々
敗
勢
者
に

取
っ
て
は
極
め
て
有
益
な
著
述
で
あ
る
｡
〔
小
川
茂
均
し
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