
地

球

第
九
番
琴

義

昭
-

年
二
月

盲

居
住
地
理
軍
の
間
警

こ

て
の
村
本

刊

住
宅
芯勝
田
文
学
士
の
招
本
民
家
兜
)

(

小

ノ

琢

清

田

次
に
宅
地
に
鍋
し
て
問
題
ど
な
る
の
は
其
の
境
界
線
で
あ
る
｡
地
形
閲
(
五
苗
乃
至
二
常
分

.こ
若
-
は
そ
れ
以
上

の
大
縮
尺
の
平
面
岡
上
に
は
此
の
境
碁
敵
の
形
状
が
多
少
明
瞭
に
大
膿
現
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
地
形
間
で
は
多
-
は
箇

々

の
宅
地
の
灘
廓
の
置
別
し
難
き
を
常
だ
す
る
も
P
越
や
砺
波
郡
の
如
き
規
創
沌
し
い

l長
方
形
の
孤
立
住
宅
の
敷
地
境

ビ
疎
ら
な
家
屋
を
岡
焼
す
る
腰
村
ど
の
対
照
は
頗
る
著
し
-
､
両
者
の
村
落
ビ
し
て
の
性
質
が
明
か
に
岡
上
に
現
は

れ
p
居
住
地
推
理
の
地
同
母
的
研
究
の
手
掛
-
･TJ
な
る
｡
鳥
取
滞
兼
商
の
雨
瀧
街
道
に
沿
ふ
た
宮

ノ
下
だ
之
ビ
大
罪

川
を
隔
て
た
対
岸
の
中
郷
其
の
他
の
藷
部
落
ど
の
封
照
は
そ
の
好
例
で
あ
る
｡
此
の
村
の
北
に
替
る
等
倍
利
敵
は
稽

韮
山
の
西
南
瀧
に
在
っ
て
.
社
格
は
閏
牌
の

l
の
宮
･fJ
し
て
間
中
の
第

一
位
を
占
め
'
延
客
式
名
刺
大
敵
に
列
す
る

倍
任
地
批
準
の
開
胸
と
し
て
の
日
本
化
屯
へ瀧
日
光
郷
士
の
日
本
拭
家
出
)

八心



地

球

も
の
で
あ
る
か
ら
､

詞
刃
パ闇
鞘
M餌
消
閑

筋
九
谷

解
二
戟

八
八

此の締法相は道路の両側の水EEに宇倍醐牡の鳥居前町だして発達したものらし-

特
殊
の
事
情
の
下
に
起
っ
た
ビ
想
は
れ
る
.

宅
地
の
翰
廓
は
前
回
述

べ
た
面
積
の
大
小
ビ
同
じ
-
地

方
的
地
文
状
態
特
に
地
形
の
制
限
の
有
無
に
よ
り
鼻
化
す

る
は
勿
論
で
あ
る
｡
其
の
好
例
は
同
じ
-
苗
に
掲
げ
た
閲

の
東
北
隅
に
在
る
奥
谷
村
に
見
ら
れ
､
此
の
村
落
は
名
詮

自
柄
の
通
り
狭
い
演
間
の
廃
に
在
っ
て
宅
地
の
建
物
以
外

の
基
地
が
非
常
に
狭
少
で
あ
る
｡
猫
韮
山
の
北
か
ら
酉
に

迫
ず
る
山
陰
線
榎
峠
随
道
の
西
に
在
る
官
谷
の
場
合
は
是

よ
-
も
更
に
明
瞭
に
此
の
関
係
が
静
め
ら
れ
る
｡

此
校
的
に
急
峻
な
る
山
地
又
は
丘
陵
地
に
沿
ふ
た
海
岸

の
狭
隆
な
る
平
地
に
教
壇
し
た
村
落
も
亦
た
瑛
間
.JJ
同
じ

-
基
地
に
乏
し
い
宅
地
よ
-
成
る
を
常
^fJL
.
此
の
如
き

荻
窪
卒
地
の
居
住
の
状
況
は
日
本
到
る
塵
に
見
ら
れ
も
そ

の
好
例
は
明
石
海
峡
の
海
岸
盟
屋
明
石
間
に
於
て
未

だ避

塞
及
び
,g
者
の
流
行
し
て
別
荘
が
軒
を
並

べ
て
建
て
ら
れ

る
以
前
の
古
い
二
寓
分

1
地
形
圏
に
既
に
認
め
ら
れ
叉
た



そ
の
封
樺
の
淡
路
の
側
に
-
認
め
ら
れ
る
｡
此
の
場
合

は
漁
村
な
る
が
為
め
に
耕
地
に
乏
し
い
鷹
に
凝
達
し
得
る
の

は
勿
論
で
あ
る
｡

之
に
反
し
て
閥
東
平
野
の
畑
地
の
多
い
海
抜
官
尺
内
外
の
甫
轟
で
は
五
千
分

一
発
京
近
傍
地
形
園
の
下
練
馬
園
幅

宿
村
に
見
る
如
-
'
今
侍
ほ
川
越
街
道
に
沿
ふ
た
両
側
の
民
家
宅
地
が
幅
磨
き
敷
地
を
有
す
る
の
は
上
に
述

べ
た
雨

着
だ
反
硯
す
る

一
好
例
で
､
宅
地
面
積
の
地
形
W
如
何
に
密
接
の
関
係
あ
る
か
を
観
る
に
足
る
｡

宅
地
の
境
非
は
越
中
の
孤
立
荘
宅
(藤
田
君
の
カ
ニ
ョ
式
住
宅
)
に
在
っ
て
は
長
方
形
を
成
し
た
敷
地
の
周
連
に
杉

の
立
木
を
椋
ら
し
p
森
林
中
に
閑
ら
い
た
原
始
的
住
宅
の
名
城
た
る
壁

不
す
ビ
想
は
れ
る
｡
此
の
加
-
明
か
な
る
限

界
は
宅
地
の
変
合
し
た
魔
で
は
多
-
は
判
蝕
た
ら
ね
が
'
濃
尾
平
野
の
村
落
の
如
-
今
荷
は
杉
を
主
要
な
る
宅
地
内

の
樹
木

だす
る
遺
俗
が
あ
る
の
を
見
れ
ば
.
前
回
にこ
述

べ
た
如
-
農
村
成
立
常
初
の
地
文
状
態
が
窺
は
れ
る
評
で
あ

る

0境
界
に
潤
を
穿
ち
垣
を
壌
ら
し
て
限
界
を
勘
定
す
る
は
衆
合
し
た
場
合
に
必
ず
行
は
れ
る
が
､
宅
地
だ
之
に
連
接

す
る
畑
地
の
在
る
場
合
に
は
そ
の
匿
割
の
判
然
た
ら
ぬ
様
な
場
合
が
あ
る
.
故
に
地
形
園
に
示
さ
れ
た
宅
地
の
境
界

の
如
き
も
社
々
之
に
接
す
る
水
田
ど
の
境
界
た
る
以
外
の
意
義
な
き
も
の
が
あ
る
だ
憩
は
れ
る
｡

カ
イ.ト

宅
地
軌
境
界
に
堀
を
穿
ち
築
地
を
か
き
上
げ
た
完
金
な
る
鳥
の
は
藤
灼
潜
は
育
-
之
か
･)垣
内

･,･J呼
ん
だ
ビ
考

へ
ら

ヒ
ヤ
pギ

れ
た
｡
同
君
は
環
ら
し
化
樹
木
を
威
守
の
森
に
此
瞭
す
る
と
同
時
に
p
此
の
如
き
境
界
の
並
樹
叉
は
林
地
背
を

帥

廉

に
比
較
さ
れ
.
此
の
頃
界
内
が
垣
内
で
あ
っ
て
宅
地
を
意
味
す
る
ピ
考

へ
ら
れ
光
｡
若
し
此
の
考
散
が
正
し
い
な
ら

ば
我
々
の
昔
で
奈
良
地
方
の
憧
旦
制
の
行
ほ
れ
た
地
方
村
落
に
見
る
堀
を
墳
ら
し
た
垣
内
式
村
落
な
る
名
柄
は
或
は

尉
任
地
規
準
の
問
題
と
し
て
の
E
本
位
撃

.蘇
;
文
学
ii
の
日
本
蛇
家
出
)

先

三



地

球

約
九
怨

弟

二
親

砦

そ
の
儀
使
用
す
る
の
は
安
倉
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
｡

藤
田
君
は
近
江
問
伊
香
郡
膏
田
村
の
膏
田
近
江
の
住
宅
の
平
面
閲
(窮
五

1
七
頁
)
を
掲
げ
､
波
数
だ
網
す
る
竹
薮

を
針
ぐ
ら

し
.
そ
の
内
外
面
適
に
堀
を
穿
っ
た
面
白
い
例
聖

不
さ
れ
､
そ
の
敷
地
紙
坪
数
約
八
官
印
に
連
す
る
だ
い

ふ
｡
是
は
略
ぼ

1
町
歩
の
両
横
の
四
分

一
(
九
官
印
)
に
相
常
L
p
越
中
の
孤
立
荘
宅
の
政
も
大
な
る
も
の
に
-
之
に

達
す
る
も
の
が
あ
る
T̂J
い
ふ
｡

然
れ
ど

も
宅
地
の
境
界
に
堀
築
地
を
設
-
る
風
習
が
邸
宅
か
ら
垣
内
式
村
落

へ
流
停
し
化
か
は
疑
･は
し
-
､
寧
ろ

王
朝
貴
紬
の
別
畢
な
i/J
に
郷
豪
が
轡
上
模
倣
し
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
｡
我
々
は
奈
良
文
相
近
の
煤
塵
遺
跡
の
村
落
に

見
る
朗
の
垣
内
を
関
む
堀
が
陪
唐
時
代
の
築
障
の
法
に
起
源
す
る
に
反

し
､
大
荘
宅
の
堀
は
造
か
に
後
れ
て
捷
じ
た

風
習
で
あ
ら
う
.,J
想
ふ
も
の
で
あ
る
｡

五

次
に
宅
地
の
内
に
造
ら
れ
る
家
屋
の
平
面
及
び
整
面
の
形
状
は
現
在
の
都
市
叉
は
大
村
落
に
於
て
は
多
種
多
様
で

あ
る
上
に
p
何
れ
の
旧
合
に
も
新
ら
し
い
様
式
の
建
物
が
盛
ん
に
侵
入
し
っ
～
あ
る
か
ら
'
漫
然

一
瞥
し
た
の
で
は

容
易
に
地
方
的
特
色
が
識
別
さ
れ
難
-
.
撒
水
は
倍
々
困
難
ど
な
り
不
可
能
ど
な
る
傾
向
が
あ
る
O
此
の
担
化
も
亦

た
宅
地
面
積
の
減
少
ビ
趨
勢
を
同
じ
-
し
且
つ
1
暦
急
激
で
あ
る
｡
故
に
日
本
民
家
の
研
究
が
今
日
に
起
っ
た
の
は

侍
は
噂
に
及
ん

だ紫

急
の
事
業

だ
し
て
歓
迎
せ
ざ
る
を
稗
ぬ
｡

本
番
の
記
載
に
普

ち
先
に
し
た
屋
根
だ
之
に
碍
-
間
取
-
そ
の
他
の
家
作
は
互
に
関
係
す
る
も
の
で
､
屋
根
の
簡

単
な
る
も
の
yJ
複
雑
な
る
も
の
ど
は
直
接
に
家
屋
の
間
取
-
及
び
平
面
閲
上
の
形
状
だ
摘
聯
し
て
ゐ
る
｡
故
に
屋
根



の
敦
も
簡
単
な
る
も
の
か
ら
魔
曙
す
る
こ
亡
に
す
る
O

建
築
物
の
中
で

一
番
簡
単
L･1
場
合
は
支
邦
語
の
厳
で
あ
っ
て
､
詮
文
(
第
九
｢
部
)
に

『
庚
水
酒
食
也
.

1
日
倉
森

屋
者
也
』
だ
い
ふ
｡
段
玉
我
の
経
に
之
を

『
無
届
無
上
覆
審
也
』
ビ
解
し
詩
経
小
雅
先
攻
の

『
我
倉
耽
盆
､
我
政
経

億
』
の
宅
停
『
露
積
日
放
』
だ
い
ひ
.
胡
座
漠
官
僻
砧
の

『
在
邑
日
倉
､
在
野
日
厳
』
だ
い
ふ
む
引
い
て
ゐ
る
が
､
若

し
こ
の
散
文
の
第
二
の
解
秤
を
信
ず
る
な
ら
ば
無
蓋
貨
車
に
此
す

べ
き
無
蓋
倉
庫
が
あ
っ
た
評
に
な
る
.
触
れ
で
も

是
は
恐
ら
-
は
穀
物
を
短
時
間
積
ん
で
置
-
間
に
周
蓮
に
飛
散
せ
ぬ
為
め
に
造
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
ね
か
ら

除
外
す

べ
き
で
あ
る
｡

平
面
の
輸
廓
に
於
て
固
形
で
.
そ
の
上
に
風
筒
状
の
壁
だ
国
雄
形
の

屋

根
.

だ
か
ら
成
っ
た
構
造
が
最
も
簡
単
な
家

屋
の
様
式
で
あ
る
｡
材
料
の
上
か
ら
も
構
造
の
上
か
ら
も
そ
の
最
第

一
は
北
米
加
奈
陀
の
北
岸
及
び
鴫
哩
に
住
む

エ

ス
キ
モ
ー
族
の
造
る
各
館
も
の
空
屋

S
now
H
on
se
で
あ
る
｡

凝
結
し
た
雪
の
氷
塊
を
遺
骨
な
太
さ
の
煉
苑
の
如

-
積
み
遜
ね
て
上
に
天
窓
を
残
し
て
出
入
の
ロ
亡
も
な
る
｡

之
に
次
ぐ
も
の
は
中
霞
か
ら
北
誼
の
間
に
散
布
す
る
肝
牧
民
族
の
造
る
天
幕
槌
屋
で
p
シ

ペ
-

ア
で
は
之
を
も
木

モ

ン

ク
パ
オ

材
を
積
ん

だロ
グ

rT
ゥ

ス

I,og･h
o
u
ses
ビ
共
に
ユ
ル
ト

Y

urts
だ
呼
び
､
支
那
人
は

党

古

色

だ
呼
ぶ
｡
共
に
戎

配
を
図
-
怨

い
て
､
そ
の
上
を
綱
で
縛
っ
た
圃
屋
で
も
横
に
入
口
が
あ
り
上
に
天
窓
が
あ
る
｡
此
も

三
(
キ
モ
ー
の

空
屋
だ
同
じ
-
屋
根
だ
側
壁
の
置
別
が
な
い
.

此
等
よ
･C,も
稽
手
数
の
か
～
つ
S
l
,米
久
的
性
質
を
持
つ
も
の
は
今
俳
閥
中
堅
尚
界
の
簡
閲
に
覚
る
コ
ス

Cau
sse

地
方
の
石
衣
岩
の
板
石
が
得
ら
れ
る
地
方
に
戎
春
す
る

『
石
の
固
小
屋
』
C
ab
ane
r.n
d
e
d
e
p
ierl･e
ビ
呼
ぶ
も
の

伊

佐

州

印

串
の
問
鵜
と
し
て
の
iE
本
位
･39
(藤
田
文
戦
士
の
=
本
Eiy
家
丸
)

と

瓦



節

九

懇

節
二
批

竺

六

で
あ
る
｡
此
の
形
状
が
原
始
的
住
宅
の
名
機
も
た
る
べ
き
は
､

ブ
タ

エ
ス
氏
の
執

筆
に
か
～
る
俳
蘭
酉
問
史
(
節

-J
怨
､
第
十
四
茸
)
に
凝
げ
た
如
-
p

有
名
茂
る
先

艶
時
代
建
築
だ
構
造
の
近
似
す

る
も
の
で
p
之
に
瓶
似
す
る
も
の
が
バ
レ
ア
ル
鴫

の
タ
ノラ
ヨ
ツ
T
a1ay
o
ts
サ
ル
デ

エ
ア
嶋
の
ヌ
ラ
グ

N
o
uragh
es､

南
伊
大
利
の
オ

ー
ラ
ン

ト
(
長
靴
の
蹟
端
に
潜

る
凝
)
の
地
方
の

ス
ぺ
ツ
キ

Specch
ie
等
に
私
め

二

':I
.I.
..,
..
I,..'

㍉

''
'..
1I
:I

.

.I..:

.,;;:
1''[
'.
.IS:'H

:-I''::二

...::

.''.'･'.
∴
､-.I.''.I.
::

これや
こ
ど
で
あ
る
｡

■r.
)

ブ
リ

ユ
ヌ
代
の
示

せ

る
閲
小
屋
の
見
取
閲
に
は
石
の
屋
根
が
圃
味
を

帯
び
も
支
那
に
在
る
僻
塔
や
切
願
塔
の
或
る
も
の
に
類
似
L
､
回
教
徒

の
造
る
ミ
ナ

レ
ッ
ト
な
T/,
ど
も
粂
-
綾
な
し
竺
吉
ひ
難
-
.
尭
酉
に
庚

-
分
布
し
た
形
式
た
る
は
疑
な
-
.
故
は
同

1
の
原
始
的
建
築
の
横
式

が
地
中
嫁
か
ら
酉
並
及
び
南
蛮
に
亙
る
地
域
に
遠

い
過
去
に
行
は
れ
､

今
見
る
も
の
に
共
通
の
起
源
が
有

る
の
で
な

い
か
ど
も
疑
は
れ
る
.

支
那
で
は
固

い
倉
を
園

だ
い
ふ
こ
ビ
周
穐
考
工
記
.
詩
経
親
風
伐
将

国
語
奥
語
'
萄
子
粂
辱
庶
等
に
見
え
て
､
散
文
(
懲
六
)
に
は
之
を
解
し

て

『
康
之
固
着
.
間
謂
之
国
'
方
謂
之
京
』
だ
い
ひ
'
そ
の
行
ほ
れ
た



時
代
が
非
常
に
+;
-
､
藤
m
君
の
引
い
た
和
名
抄
居
宅
(食
十
)
の
倉
魔
に
『常
呂
入
皮
』
ど
い
ふ
和
訓
が
留
っ
て
ゐ
る

同
君
の
い
ほ
れ
た
如
-
此
の
形
状
の
倉
は
日
本
に
は
見
潜
ら
ぬ
楼
で
あ
る
が
.
北
支
那
に
は
今
も
現
存
す
る
も
の
む

L
-
､
聾
て
内
蒙
古
兼
行
の
時
に
口
外
(
宙
北
口
の
北
承
徳
府
管
内
)
で
固
い
穀
倉
を
日
惜
し
た
こ
AJJ
が
あ
る
｡

六
朝
を
下
ら
ぬ
古
墳
出
土
品
中
に
紋
袖
t<q･J
か
け
セ

陶
園
の
模
型
が
此
の
頃
時
々
日
本
に
も
偉
来
し
'
現
に
京
都
博

物
館
大
谷
北
端
師
の
賂
氷
晶
中
に
そ
の

1
が
あ
る
｡
晶
か
ら
推
せ
ば
圃
倉
は
支
部
の
育
代
に
近
代
よ
-
も
東
に

山
硬

に
布
ほ
れ
た
も
の
.1J
憩
は
れ
る
｡
そ
の
構
造
は
敦
古
色
の
天
窓
に
潜
る
虞
に
園
孔
を
設
け
､
梯
子
を
か
け
て
其
塵
か

0

ら
穀
物
を
流
し
込
む

の
で
あ
る
｡
後
漢
劉
撒
滞
名
の
秤
官
憲
の
部
に
『
魔
幹
也
'
質
物
可
於
惜
者
､
投

之
於
其
中
也
』

･1J
い
ふ
文
に
投
の
字
を
用
ゐ
化
の
を
観
れ
ば
園
盛
典
に
天
窓
に
督
る
孔
か
ら
投
ザ
込
む
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

荷
は
劉
氏
は

『
園
絡
也
p
蔵
物
産
経
兼
縛
之
也
』
だ
解
し
て
ゐ
る
が
'
塵
は
園
が
食
き
つ
け
で
縛
る
意
味
の
動
詞

か
ら
導
か
れ
た
語
な
る
堅

ボ
す
も
の
で
'
前
に
述

べ
JrqN盤
古
包
の
造
-
方
だ
同

一
な
る
は
偶
然
の

一
致
に
非
や
し
て

語
源
を
柳
る

.i
っ
の
手
掛
り
で
あ
る
ビ
恩
は
れ
る
｡

此
の
如
-
園
A,J
い
ふ
固
小
屋
は
風
食
に
過
ぎ
ず
L
で
p
住
宅
そ
の
も
の
で
は
な
い
｡
然
る
に
額
は
此
の
外
に
藤
田

君
の
言
及
せ
な
ん
だ
住
家
た
る
圃
小
屋
が
少
-
も
古
代
支
那
に
は
あ
っ
た
筈
で
'
そ
れ
は
蒲
叉
は
庵
叉
は
相
磯
L,j
呼

ば
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
前
の
二
者
は
同
じ
-
揮
名
に
川.T
で
p

草
間
屋
日
蒲
'
蒲
救
也
､
絶
其
上
面
放
下
也
､
又
謂
之
庵
'
庵
奄
也
､
所
以
白
夜
奄
也

ビ
い
ひ
p
畢
庇
の
疏
竃
に
能
詑
喪
服
四
制
に
邸
富
の
高
宗
諒
闇
の
控
を
引
い
た

『閣
謂
鹿
也
』
k)
い
ふ
語
を
櫨
壕
ビ

し
て
庵
だ
闇

1̂J
を
同
義
ビ
解
し
'
旗
閏
に
『
小
輩
食
通
』
だ
い
ひ
'
集
韻
に
『
囲
屋
為
庵
』
だ

い
ひ
､
庵
の
育
鶴
の
革
寄

居
任
地
桝
蝉
の
一閃
過
と
し
て
の
rE=
本
性
･.ui](脇
田
文
革
士
の
日
本
氏
家
史
)

豊

七



地

拙

節

九
番

第
二
班

九
畑

八

園
小
屋
の
名
栴
た
る
に
塩
を
容
れ
る
飴
地
が
な
い
.

康
潤
字
典
の
庵
の
字
の
注
に
は
杜
怖
独
英
を
引
い
て
.
北
用
武
蹄
の
北
潜
を
攻
め
て
退
却
す
る
に
督

-
努
人
が
誤

っ
て
栢
裾
を
帳
幕
だ
し
て
周
軍
の
去
っ
た
の
を
蒐
ら
な
ん

だの
で
迫
蹄
し
寵
は
な
ん

だど
い
ひ
､
精
確
を
天
幕
だ
見

報
っ
た
ど
い
ふ
事
も
あ
る
｡
是
か
ら
寮
す
れ
ば
劉
氏
の
蒲
だ
庵
だ
の
二
語
ビ
し
た
も
の
が
此
に
は
相
奄
な
る

一
語
ど

な
っ
た
ら
し
-
.
此
の
桁
は
鹿
都
の
蜜
を
薄
p
薄
的
p
蒲
姑

ビ
綴
る
例
か
ら
考

へ
て
薄
､
蒲

′
終
に
通
用
す

べ
-
.

劉
氏
の
二
語
に
分
っ
て
各
刺
の
意
義
を
典

へ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ÎJ
忍
ば
れ
る
0

中
村
(
新
太
郎
)
教
授
の
話
に
よ
れ
ば
朝
鮮
で
小
屋
を

マ
ク
ビ
い
ム
ヒ
の
こ
yJ
で
'
蒲
薄
京
だ
迫
音
の
語
が
今
も
牛

嶋
で
小
屋
を
意
味
す
る
ど
せ
ば
､
原
始
的
風
小
屋
の
名
種
は

1
万
で
は
庵
ど
な

ゎ
､

1
万
で
は
耗
ど
な
っ
て
磯
存
す

る
ら
し
-
.
蒲
庵
叉
は
栢
庵
が
そ
の
澱
も
古
い
語
で
あ
っ
た
k
)推
宿
し
得
る
の
で
あ
る
｡

光
秀
地
名
の
語
義
が
準
鴫
利
語
即
ち
凍
土
耳
格
語
で
の
明
か
な
る
こ
k
fは
党
葬
時
代
の
盤
外
民
族

(
内
藤
博
士
寵

念
支
郷
撃
論
叢
)
,<q･)研
究
す
る
に
替

っ
て
発
見
し
た
革
質
で
p
昨
年
末
に
趨
天
子
俸

(
日
下
印
刷
中
の
狩
野
博
士
配

念
支
那
撃
論
叢
)
を
研
究
す
る
に
及
び
穆
王
の
八
駿
の
名
が
同
じ
-
士
耳
格
譜
か
ら
意
義
を
推
知
す
る
を
得
た
｡
今

こ
の
バ
ク
又
は

マ
ク
(
幕
p
楯
､
蒲
)
及
び
ア
ン
又
は
ア
ム
(
庵
)
に
相
常
す
る
士
耳
格
語
を
求
む
る
に
.
現
今
の
縛
る

ど
い
ふ
語
は

出
agE
am
ak
(
-
b

ind
en
)
V
elb
in
d
e

n)
倉
.fJ
い
ふ
語
は

A
mb
a
r

(
=
S
p
eich
el)
で
あ
る
｡
是
か
ら

推
せ
ば
楯
庵
は
古
い
西
北
方
語
の
縛
っ
た
閲
小
屋
ビ
い
ふ
悪
報
の
も
の
が
北
周
頃
ま
で
行
ほ
れ
た
の
で
な
い
か
ビ
想

像
し
得
ら
れ
る
｡
我
々
は
土
耳
格
語
の
鶴ー
識
に
乏
し
い
が
､
固
小
屋
及
び
圃
倉
の
語
源
は
ア
ル
タ
イ
山
麓
か
ら
東
亜

にこ
波
及
し
､
憂
慮
周
三
民
族
の
凍
兼
の
頃
ま
で
醐
ら
ね
ば
異

の義
叩源
が
別
か
な
ら
ぬ
も
の
だ
信
す
る
｡



之
を
婁
す
る
に
園

と
い
び
幕
だ
い
ひ
庵
ビ
い
ひ
叉
は
滞
庵
だ
い
ふ
園
倉
及
び
閣
小
屋
は
葦
原
地
方
の
弥
牧
民
族
の

棲
息
す
る
天
幕
だ
形
状
の
頻
似
す
る
に
止
ら
ず
し
て
.
起
源
の
同

1
な
る
を
想
は
し
む
る
班
由
も
朝
常
に
有
力
で
あ

る
〇

六

｢

次
に
簡
単
な
る
家
屋
の
形
状
は
寡
両
の
地
方
に
行
は
れ
る
平
屋
根

F
lat･
r
o
o

f
で
あ
る
｡
そ
の
最
も
原
始
的
構
造

は
ア
ラ
ビ
ア
兼
岸
サ
ビ
ヤ

S
ab
iyah
で
ア
リ
ー
シ
ュ

A

reesh
だ
呼
ぶ
郁
子
の
案
に
粘
土
を
漫
ね
つ
け
た
小
屋
で

之
に
置
い
た
平
屋
根
だ
典
に
雅
輩
状
を
為
し
.

ユ
タ
フ
ラ
チ
ス
河
畔
で
は
そ
の
屋
根
に
鹿
茸
の
席
を
用
ゐ
る
ど
い
ふ

田
本
の
如
き
多
雨
の
気
候
の
土
地
に
は
此
の
如
き
構
造
は
建
築
術
の
幼
稚
な
時
代
に
成
立
し
得
な
い
が
p
北
支
那

の
如
-
八
九
月
間
の
短
時
季
以
外
骨
に
乾
放
せ
る
地
方
で
は
絶
無
で
な
い
ら
し
い
O
我
々
の
明
治
三
十
五
年
初
め
て

ハシ
ゲ

j･ング

北
支
那
に
旅
行
し
た
時
に
.
和
田
(
維
四
郎
)先
生
に
随
伴
し
て
白
河
々
口
か
ら

僻

地

に
乗
っ
て

塘

口

ま
で
湖
航
す
る

に
薗

-
p
九
十
九
別
し
て
首
に

一
つ

だけ
足
ら
ぬ
か
ら
白
河
だ
い
ふ
.i)
の
草
陽
た
る
流
路
に
沿
び
両
岸
廃
々
で
殆
ん

ざ
粂
-
屋
根
の
勾
配
の
な
い
股
屋
の
如
き
民
家
を
見
て
悪
い
た
印
象
は
今
も
相
は
残
っ
て
ゐ
る
｡
藤
田
君
は
此
の
如

き
勾
配
の
極
め
て
緩
慢
な
屋
根
を

P
ultdach
(
L
ean･to
ro
Q
f)
即
ち
平
屋
根
の

一
種

/̂)
看
放
し
.
之
を
片
流
ビ
呼

カ
オ
リi
ンカ
ラ

ん

だ｡
同
語
は
山
西
大
同
庸
附
近
の
塞
村
に
此
の
椎
の
屋
租
の
天
千
煉
充
の
四
壁
の
上
に
細
い
木
枝
互

助

梁

辞

亡

を

置
き
四
五
寸
の
土
を
載
せ
て
拙
凍
化
の
を
幡
ら
れ
托
}J
い
ふ
｡

藤
円
滑
は
此
の
種
の
屈
眼
の
支
珊
名
を
漏
ら
さ
れ
た
が
､
是
は
太
卒
御
魔
(
暮

t
八

二
盾
虞
準
九
の
未
に
屠
蘇
だ

呼
ぶ
も
の
ら
し
-
､
こ
の
頃
に
引
用
し
た

併
任
地
熱
韓
の
関
越

-
し
て
の
日
本
化
･37
(港
川
史
蹴
+
Eの
日
本
蛇
家
出
)

忠

九



地

球

節
九

怨

節
二
批

九

r

E
C

通
俗

文
日
屋
平
日
屠
蘇

旗
雅
日
屠
蘇
庵
也

親
睦
日
季
膝
薦
河
南
ダ
p
雁
事
前
屠
蘇
壊
､
令
人
治
之

5･J
い
ふ
語
に
よ
-
.
そ
の
平
屋
根
の
小
屋
た
る
こ
E
が
知
れ
る
故
に
我
々
は
牢
屋
埴
及
び
片
流
れ
を
含
む

-L
種
の
形

式
ビ
し
て
屠
蘇
(
廉
賦
字
典
に
は
腐
麻
に
作
る
)
を
畢
げ
て
よ
い
だ
侶
ず
る
｡
但
し
旗
雅
に
屠
蘇
は
庵
な

-
ど
い
ふ
も

此
の
場
各
に
は
恐
ら
-
は
そ
の
原
形
の
同

い
平
面
の
葡
廓
の
失
ほ
れ
て
少
-
も
四
本
の
杜
か
四
壁
に
支

へ
ら
れ
た
方

形
叉
は
長
方
形
の
小
屋
に
相
違
あ
る
ま
い

｡

之
だ
粗
似
し
た
屋
根
の
造
-
方
は
覇
造
で
､
昔
流
の
上
迫
に
反
封
の
傾
斜
の
狭
い
屋
根
を
添

へ
た
も
の
で
あ
る
｡

此
の
両
者
は
大
工
の
建
築
工
事
中
の
仕
事
場
k
Jか
田
舎
の
小
屋
､
便
所
な
ざ
に
は
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
住
家
に
は

見
な
い
形
式
で
'
そ
の
蔑
つ
も
並
行
し
た
鋸
聞
屈
服

S
ig
e･d
a
ch

は
近
頃
工
場
の
屋
根
}J
し
て
輸
入
さ
れ
た
o

次
に
規
則
正
し
い
形
状
は
正
方
形
の
底
面
を
有
す
る
方
雅
屋
根

P
y
ram
id
l
O
O
f
で
'
足
れ
も
亦
た
庭
園
の
四
阿

屋
だ
か
寺
院
の
堂
字
に
往
々
見
る
が
'
住
家
に
は
殆
ん
で
用
ゐ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
｡

-LLl
本
民
家
の
箇
異
な
形
状
は
長
方
形
の
牢
固
愉
廓
を
成
し
､
棟
が
そ
の
長
連
の
方
向
に
延
び
'
屋
根
が
そ
の
爾
側

に
同
じ
勾
配
を
以
っ
て

傾
い
た
構
造
を
成
す
も
の
で
あ
る
｡

而
し
て
棟
が
金
長
に
亙
る
も
の

即
ち
切
妻

G
ab
te

roof
(
S
atteT
d
ach)だ
呼
ぶ
も
の
が
最
も
簡
単
で
.
そ
の

一
報
に
戸
口
が
設
け
ら
れ
た
要
人
-
ど
な
っ
た
､
出
賓
大

政
法
の
紳
殿
か
ら
推
し
て
そ
の
起
源
も
亦
た
最
も
古
か
る
ペ
-
､
之
に
反
し
て
戸
口
が
屈
版
の
下
.'i
設
け
ら
れ
た
平

A
-
の
を
紳
明
造
ど
呼
び
'
前
者
か
ら
導
か
れ
て
便
利
な
形
式
に
建

っ
た
も
の
だ
泰
せ
ら
れ
る
｡



切
妻
妻
入
家
屋
の
著
し
い
例
は
瑚
酉
の
農
家

シ
ャ
レ
ー
Chalet
で
-
=
本
に
も
飛
侶
山
間
に
見
潜
る
の
は
蓋
し

偶
然
の

1
敦
に
過
ぎ

ざ
る
ペ
-
.
藤
田
君
の
注
意
さ
れ
た
如
-
南
洋
土
人
の
家
屋
ビ
共
通
の
も
の
ビ
考

へ
る
の
が
妥

ハ
フ

皆
だ
信
す
る
｡
此
の
如
き
切
妻
蛮
人
の
大
家
屋
に
そ
の
前
面
の
崖
補
の
縛

凪

舷
に
往
々
手
の
か
～
つ
た
彫
刻
の
あ
る

信
州
Ld
rF,J
の
例
は
或
は
そ
の

1
鷲
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
｡

此
の
形
式
の
住
家
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
町
村
に
往
々
見
受
け
る
の
み
な
ら
ず
､
和
泉
の
紀
州
荷
造
に
潜
る
信
連
の

一
村
誼
-
術
道
だ
直
角
の
棟
を
並
べ
た
如
き
著
し

い
の
が
或
っ
て
ゐ
T小
｡
然
れ
で
も
多
-
の
場
各
は
他
の
形
式
の
住

家
の
傍
に
士
減
や
物
蔵
等

だけ
が
此
の
形
式
を
存
す
る
を
普
通
ビ
す
る
｡

招
造
bJ
切
妻
と
の
中
間
に
位
す
る
屋
根
は
本
誌
玉
食
の
表
紙
に
色
刷
で
示
し
花
柳
酉
爾
闘
埠
の
山
間
に
ゐ
る
4',
メ

ク
族
の
家
屋
で
'
両
側
の
屋
根
が
非
封
栴
的
で
.
入
口
の
蛮
人
に
な
っ
た
鮎
が
著
し
い
特
色
で
あ
る
｡
而
し
て
此
の
形

式
の
屋
根
は
そ
の
現
在
任
地
か
ら
温
か
に
北
方
及
び
兼
方
に
旗
が
っ
て
ゐ
る
の
が
頗
る
面
白
-
今
山
間
に
逐
ひ
込
ま

れ
た
民
旗
の
台
-
分
布
し
た
範
囲
を
察
す
る
手
掛

り
bJ
な
る
｡
是
は
恐
ら
-
は
日
本
の
何
虜
に
も
な
い
･k)想
は
れ
る

同
じ
-
切
妻
で
も
華
人
の
方
が
定
に
多
-
現
存
し
奈
良
京
都
等
に
は
市
街
だ
並
行
す
る
割
長
屋
式
の
住
家
多
-
'

而
し
て
此
の
場
合

Liは
両
隣
の
屈
服
の
境
界

に
卯
妊
ビ
栴
す
る
防
火
壁
の
上
鼎
が
土
塀
の
如
-
突
出
す
る
の
が
あ
る

但
し
京
都
で
は
僅

かに
西
陣-三
万
両
に
残
存
す
る
も
の
を
藤
田
君
が
凝
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

アヅ
y十

第
三
の
普
通
凝
る
形
式
は
寄
棟
造
即
ち
四

阿

H

ip
･rS
f
(W
al
m
daCh
)
で
あ
る
.
是
は
棟
が
長
連
の
長
さ
よ
･C
,

無
-
p
そ
の
両
端
か
ら
､
南
側
.I-J略
ば
同
じ
勾
配
の
屋
根
が
短
連
に
向
ひ
下
rJD
る
も
の
で
'
堂
宇
民
家
に
頗
る
多
-

有

A･1.
喜
妻
家
.JJJ
は
い
へ
そ
の
分
布
は
九
州
中
岡
に
ま
で
及
び
､
近
畿
地
方
に
も
近
江
L･.
で
に
は
庭
々
に
磯
風
さ
れ

併

催
地
理
串
の
関
越
と
し
て
の
口
本
位
屯
(越
川
文
学
+
;の
日
本
民
家
血
)

丑

〓



地

球

節
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懸

節
二
離

究
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1

る

○藤
田
君
は

『
天
卒
時
代
に
輸
入
さ
れ
た
唐
代
建
築
の
殿
堂
の
風
で
あ
っ
て
.
平
安
朝
に二
は
公
家
の
寝
殿
作
り
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
P
そ
れ
が
我
団
の
金
機
に
分
布
す
る
だ
い
ふ
こ
ど
は
常
熱
の
現
象
で
あ
る
』
と
し
､
又
た
中
嶋

蹄
他
人
の
居
た
近
江
及
び
収
河
以
東
の
分
布
ビ
闘
係
し
て
大
陸
移
住
者
の
家
屋
の
形
式
で
な
い
か
ど
も
い
ほ
れ
た
O

今
按
ず
る
に
四
阿
の
屋
根
は
朝
鮮
中
嶋
の
草
芽
農
家
の
形
式

だし
て
最
も
普
通
で
'
彼
に
在
っ
て
は
勾
配
が
極
め
て

鈍
-
且
つ
棟
の
部
分
も
無
造
作
に
草
に
覆
ほ
れ
た
ゞ
け
で
.
日
本
の
四
阿
の
如
-
判
然
だ
四
連
の
屋
根
だ
区
別
し
て

遣
ら
ぬ
｡
故
に
日
本
に
凍
て
準
嶋
農
家
の
構
造
が
変
化
し
た
も
の
で
'
特
に
雨
量
の
多
い
闘
係
で
勾
配
を
急
に
し
且

つ
棟
の
部
分
に
も
注
意
を
緋
つ
の
で
な
い
か
ビ
考

へ
得
る
の
で
あ
る
.
大
陸
の
大
建
築
を
模
倣
し
た
堂
宇
寝
殿
ど
の

構
造
の
共
有
な
る
は
そ
の
題
額
が
前
者
だ
典
に
大
陸
に
あ
る
薦
め
で
'
日
本
に
後
者
の
入
っ
た
影
響
E
は
考

へ
難
-

見
え
る
｡

切
妻
賓
人
ら
の
家
屋
か
ら
塵
化
し
た
ビ
想
は
る
ゝ
も
の
は
片
入
母
屋
及
び
入
母
屋
で
あ
る
.
是
は
切
妻
家
の

1
葡

叉
は
両
帝
に
流
れ

L
ean･to
を
附
け
た
も
の
で
p
形
態
上
四
阿
ビ
切
妻
ど
の
間
の
予
で
あ
る

｡
而
し
て
こ
の
形
の

住
家
の
婁
入
り
を
『
ま
や
』
'
中
人
-
を
『
よ
こ
や
』
だ
い
ひ
'
要
人
が
原
型
な
る
を
憩
は
し
め
る
｡

単

一
の
棟
を
有
す
る
比
の
三
種
の
構
造
よ
り
l
暦
優
雅
な
る
は
棟
が
T
又
は
L
の
字
形
に
な
っ
た
『
つ
の
や
』
で
.

こ
の
母
屋
か
ら
突
出
し
た
支
棟
は
或
は
厩
ど
な
-
1
或
は
居
間
ど
な
っ
て
､
屋
内
の
間
取
rc,も
平
面
の
輪
廓
ビ
共
に

鼻
っ
て
凍
る
｡
九
州
に
は
此
の
櫓
か
ら
史
に
分
岐
し
た
LJ
LJ
工
等
の
『
-
ざ
造
-
』
及
び
『
か
ざ
や
建
』
ビ
呼
ぶ
も
の
が

あ

る

0



ナ
>

塵
取
の
.傾
斜
が

一
軍
面
を
､
成
さ
ず
し
て
別
れ
て
勝
枝
の
駒

形

に
な
る
場
合
は
γ
ヰ
十
四
世
の
時
の
赦
築
家

マ
ン

サ
ル

M
an
sa
rd

の
名
に
因
ん
で

マ
ン
サ
ル
ド

M
an
sard
e
ビ
呼
ぶ
も
の
で
､
西
洋
建
築
に
見
る
朗
で
あ
る
が
日
本

の
郷
豪
の
大
慶
に
は
時
だ
し
て
此
の
形
式
の
屋
噂
も
畢
兇
さ
れ
北
河
内
に
珍
ら
し
-
t･4
い
ど
い
ふ
｡
藤
田
君
は
此
の

ヤ
ン
サ
ル
ド
風
の
睦
折
造
を
養
棟
造
}J
し
て
置
別
さ
れ
た
｡

藤
田
君
は
此
等
の
尾
根
の
形
式
を
託
戴
L
t
更
に
進
ん
で
そ
の
間
取
･in
に
就

い
て
精
細
に
記
載
し
.
重
大
住
宅
の

カ
ラ
カ
少
ダ
ナ

イ

首
に

傘

建

哲

置
き
.
爾
雅
梓
宮
に
西
南
陶
を
奥
ビ
い
ひ
'
西
北
隅
を
屋
漏
ビ
い
ひ
.
兼
北
隅
を
官

だ
い
び
､
兼
南
隅

を
変
だ
い
ふ
hJ
の
文
に
比
較
し
､
中
央
に
心
の
杜
あ
る
大
社
造

-
及
び
之
に
頻
す
る
民
家
の
間
取
-
に
及
び
､
田
本

民
家
の
間
取
-
が
唐
代
の
法
制
に
基
-
か
叉
は
鑑
に
古
い
時
代
か
ら
の
俸
統
な
る

べ
き
を
結
論
さ
れ
た
｡

以
上
述

べ
先
例
は
油
滴
な
る
本
苦
の
紹
介
を
兎
ね
て
憩
び
着

い
た
鮎
を
列
馨
し
た
る
に
止

-
1
著
者
の
詳
細
を
極

め
た
記
載
中
の

1
部
分
に
就
い
て
賓
瓢
だ
信
す
る
部
分
を
叛
き
出
し
･tJ
私
見
を
加

へ
吾
の
で
あ
る
｡
此
の
.概
観
に
よ

-
我
々
は
田
本
民
家
の
形
態
が
革
に
生
治
の
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
の
み
で
な
-
.
或
る
地
方
に
特
有
の
原
始
的
形

態
の
残
存
す
る
こ
ど
う
そ
の
形
態
の
特
色
に
大
陸
か
ら
の
入
住
着
の
俸
凍

し
た
所
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
る
～
こ
ど
な

見
る
に
足
-
.
人
文
地
理
畢
上
更
に
深
-
悼
-
研
究
す

べ
き
問
鷹
も
亦
た
頗
る
多
き
こ
だ
が
明
か
ど
な

り
'
又
七
此

の
研
究
は
同
数
研
究
者
に
文
厭
以
外
に
現
存
す
る
特
種
の
材
料
を
供
給
す
る
意
義
を
も
有
す
る

べ
き
も
赤
化
明
か
ど

な

っ
た
ビ
信
せ
ら
る
｡

我
々
は
本
番
もこ
畢
げ
陀
氏
家
の
譜
型
式
が
如
何
芯
分
布
す
る
や
に
就
き
'
史
に
完
全
椅
密
な
る
地
園
を
作
る
ま
で

に
未

だ研
究
が
進
ん
で
ゐ
ぬ
W
想
ふ
が
､
住
宅
問
題
は
闘
民
の
賓
生
活
に
最
も
重
大
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ

常
任
地
租
額
の
関
越
と
し
て
の
日
本
倣
宅
(荘
川
文
科
+
.の
日
本
拭
･:&J虫
)

九
九

二
二
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…
Ef

る
か
ら
P
そ
の
基
礎
だ
し
て
荷
は
糖
密
鹿
汎
な
る
研
究
を
完
成
せ
お
ば
な
ら
ぬ
賓
で
あ
る
｡
我
々
は
藤
田
撃
士
の
操

ら
れ
た
塊
に
よ
-
開
か
れ
た
蟹
座
か
ら
椅
々
未
知
の
資
料
が
取

ら
出
さ
れ
て
居
住
地
坪
撃
の
生
面
が
次
第
に
展
開
す

る
を
期
待
し
て
替
-
本
稿
を
結
ぶ
｡

静
岡
願
掛
川
町
近
傍
の
地
質
に
就
き
て

悶

横

山

次

郎

掛
川
枕
と
堀
之
内
銃
の
関
係

す
で
に
蔑
度
か
繰
-
返
し
爾
暦
は
金
熱
盤
各

で
あ
る
串
を
述

べ
た
｡
し
か
ら
ば
両
者

は
何
故
に
分
つ
か
｡
元
凍
掛
川
銃
は
掛
川
藤
間
に
教
壇
す
る
大
日
砂
岩
以
上
結
線
寺
泥
岩
ま
で
の
整
然
た
る

1
層
群

で
沈
積
の

山
輪
廻
を
完
-
L
ゐ
る
も
の
で
其
基
磐
は
大
井
川
暦
の
岩
石
よ
わ
な
る
此
蛭
的
卒
に
穀
な
る
表
面
で
あ
る

然
る
に
其
南
東
の
延
長
は
下
に
此
樺
準
下
底
以
下
の
厚
い
砂
泥
互
暦
が
凍
る
｡
堀
之
内
銃
は
特
別
な
る
凹
朗
に
沈
積

し
た
る

lJ地
方
的
の
層
群
で
掛
川
以
筒
に
は
金
-
敏
け
て
ゐ
る
｡
故
に
間
者
は
掛
川
以
南
で
は

J
逆
の
地
静
で
は
あ

る
が
蚤
鰭
に
普
遍
せ
し
め
得
ぬ
｡
皆
然
分
頬
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
其
分
界
は
此
金
谷
凹
酢
の
始
ま
る
鹿
で
あ
れ
ば
よ

い
｡
し
か
し
顔
式
掛
川
続
は
源
が
筒
よ
ら
兼

へ
昏
大
し
た
沈
積
で
兼

へ
多
少
覆
蔽
し
て
を

ち
其
最
古
い
も
の
を
固
執

に
見
る
｡
即
ち
掛
川
以
南
の
地
に
放
け
る
両
統
の
親
和
な
る
層
群
よ
-
此
固
執
に
硯
は
る
る
水
平
線
以
上
に
相
昏
す

る
者
を
引
算
し
た
残
-
を
堀
之
内
統
ビ
す
れ
ば
よ
い
O
厳
密
な
る
分
界
は
ざ
う
し
て
も
人
為
的
に
な
る
｡
最
判
も
易


