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『
故
事
新
編
』
の
中
で
も
っ
と
も
評
判
が
よ
い
の
が
、
こ
の

『
鋳
剣
』
で
あ
る
こ
と
は
大
方
の
意
見
が
一
致
し
て
い
よ
う
。
た

と
え
ば
「
〔
魯
迅
自
身
が
〕
『
鋳
剣
』
は
、
『
割
合
に
真
面
目
に
書

い
た
方
で
す
』
（
一
九
三
六
年
三
月
二
十
八
日
増
田
渉
宛
書
簡
）
と
い

う
だ
け
あ
っ
て
、
芸
術
的
な
完
成
度
の
上
で
も
集
中
随
一
の
雄
編

と
な
っ
た
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　
一
九
二
六
年
夏
、
北
京
か
ら
上
海
経
由
で
厦
門
に
移
っ
て
間
な

し
の
十
月
に
こ
の
作
品
が
、
十
二
月
に
『
奔
月
』
が
書
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
こ
の
二
六
年
前
後
は
、
魯
迅
の
五
十
六
年
の
生
涯
の
中
で
も

ま
っ
た
く
落
ち
着
か
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
き
わ
め
て
仲
の
よ

か
っ
た
弟
周
作
人
と
仲
違
い
し
て
別
居
し
た
の
が
二
三
年
、
二
四

年
に
阜
成
門
西
三
条
胡
同
に
家
を
買
っ
て
妻
と
母
と
三
人
で
転
居

し
（
現
在
の
魯
迅
故
居
）
、
翌
二
五
年
に
は
非
常
勤
で
教
え
て
い
た

北
京
女
子
師
範
大
学
の
事
件
に
関
わ
っ
て
教
育
部
の
職
を
罷
免
さ

れ
（
翌
年
復
職
）
、
二
六
年
に
な
る
と
「
民
国
以
来
も
っ
と
も
暗
黒

な
る
日
」
（
『
花
な
き
薔
薇
の
二
』
）
三
・
一
八
事
件
で
多
数
の
学
生

が
殺
傷
さ
れ
た
ば
か
り
か
魯
迅
自
身
も
官
憲
の
手
を
逃
れ
て
二
ヶ

月
余
り
あ
ち
こ
ち
の
病
院
な
ど
へ
隠
れ
住
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
厦
門
に
逃
げ
出
し
、
半
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
さ
ら
に
広

州
へ
、
二
七
年
夏
に
は
そ
の
広
州
も
逃
れ
て
上
海
に
行
っ
て
や
っ

と
、
と
り
あ
え
ず
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。
そ
の
間
体
調
も
し
ば
し

ば
不
調
を
来
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
追
い
立
て
ら
れ
る

よ
う
に
多
く
の
文
章
を
書
い
て
も
い
る
の
だ
。
満
年
齢
で
四
十
二

歳
か
ら
四
十
六
歳
、
厄
年
は
す
で
に
明
け
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
の

だ
が
。
唯
一
の
救
い
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
期
親
密
に
な
り
と
も

に
北
京
を
逃
れ
た
許
広
平
の
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
『
鋳
剣
』
『
奔
月
』
の
二
篇
は
木
山
氏
の
言
う
よ
う
に
、

「
直
門
大
学
の
荒
涼
た
る
環
境
下
」
で
、
「
孤
独
な
生
活
の
中
で
時

に
激
し
く
昂
ぶ
っ
た
で
あ
ろ
う
彼
の
心
が
」
生
み
落
と
し
た
に
違

い
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
前
者
は
す
で
に
人
間
の
時
代
の
話
で
あ
り
、

後
者
は
神
話
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
読
後
の
印
象
か
ら
い
え
ば

『
奔
月
』
の
人
間
臭
さ
に
比
べ
れ
ば
、
伯
夷
叔
斉
よ
り
後
、
老
子
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よ
り
前
に
比
定
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
神
秘
的
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
故
事
新
編
』
は
そ
の
序
の
中
で
魯
迅
自
身
が

『
補
天
』
（
原
名
『
不
周
山
』
）
を
『
納
喊
』
か
ら
削
っ
た
い
き
さ
つ

に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
の
意
を
く
め
ば
、
『
納
喊
』
は
「
庸
俗
」

の
集
で
あ
り
、
『
故
事
新
編
』
は
そ
の
出
自
か
ら
し
て
「
油
滑
」

の
集
で
あ
る
。
小
説
集
『
納
喊
』
を
編
ん
だ
と
き
作
者
は
「
（
『
不

周
山
』
に
お
け
る
よ
う
な
）
油
滑
は
創
作
の
大
敵
で
あ
り
、
わ
た
し

は
自
分
自
身
に
不
満
で
あ
っ
た
」
の
で
「
二
度
と
こ
ん
な
小
説
は

書
く
ま
い
と
決
め
て
、
『
喘
喊
』
を
編
む
と
き
こ
れ
を
巻
末
に
お

い
て
、
最
初
で
最
後
、
と
い
う
こ
と
に
し
た
」
の
だ
が
、
成
彷
吾

が
「
『
庸
俗
』
の
罪
名
で
も
っ
て
、
斧
を
振
る
っ
て
『
納
喊
』
を

バ
ッ
サ
バ
ッ
サ
と
た
た
き
切
り
、
た
だ
『
不
周
山
』
の
み
を
佳
作

と
し
て
推
し
た
」
た
め
、
第
二
版
か
ら
は
そ
の
当
て
つ
け
に
こ
れ

を
削
っ
て
、
ふ
た
た
び
「
古
代
と
現
代
の
両
方
か
ら
題
材
を
採
っ

て
」
書
き
継
ぐ
こ
と
に
決
め
て
、
こ
れ
を
巻
首
と
し
、
「
相
変
わ

ら
ず
古
代
の
伝
説
の
類
を
あ
さ
っ
て
八
篇
の
『
故
事
新
編
』
の
準

備
を
」
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
「
庸
俗
」
も
「
油
滑
」
も
魯
迅
の
居
直
り
、
あ
る
い
は
輸
晦
に

は
違
い
な
い
の
だ
が
、
『
納
喊
』
の
ほ
う
は
結
果
的
に
「
庸
俗
」

と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
故
事
新
編
』
の
諸
篇
は
は
な
が
ら

「
油
滑
」
を
一
つ
の
旨
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
ほ
ぼ

そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
。
一
九
三
五
年
の
序
に
依
れ
ば
そ

う
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
『
鋳
剣
』
は

「
『
割
合
に
真
面
目
に
書
い
た
方
で
す
』
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
芸

術
的
な
完
成
度
の
上
で
も
集
中
随
一
の
雄
編
と
な
っ
た
」
の
で
あ

る
。
不
真
面
目
で
な
い
か
ら
傑
作
で
あ
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ

る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
神
秘
的
と
述
べ
た
が
、

な
る
ほ
ど
こ
の
作
品
に
は
他
の
作
品
に
多
か
れ
少
な
か
れ
現
れ
る

「
現
代
」
が
、
「
古
代
と
現
代
の
両
方
か
ら
題
材
を
採
っ
て
」
と
い

い
な
が
ら
も
、
描
か
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
そ
の
辺
を
念
頭
に
置

い
て
、
作
品
を
読
み
解
い
て
い
く
。

一

　
眉
間
尺
は
、
あ
と
で
母
の
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
や
が
て
十

六
歳
に
な
ろ
う
と
い
う
少
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
母
親
と
と

も
に
眠
る
の
で
あ
る
。
人
が
眠
る
と
鼠
が
出
て
き
て
鍋
を
鰯
る
の

だ
が
、
そ
の
音
が
耳
に
つ
い
て
眠
れ
な
い
ほ
ど
神
経
質
な
少
年
で

あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
昼
間
の
仕
事
に
疲
れ
き
っ
て
す
ぐ
に
寝

入
っ
て
し
ま
っ
た
母
を
起
こ
す
ほ
ど
我
が
儒
な
少
年
で
は
な
い
の
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で
あ
る
。

　
鼠
に
つ
い
て
言
え
ば
、
魯
迅
の
熱
心
な
読
者
な
ら
ば
、
『
朝
花

夕
拾
』
所
収
の
『
犬
・
猫
・
鼠
』
－
同
じ
二
六
年
の
一
月
、
北

京
で
書
か
れ
た
文
章
－
を
す
ぐ
に
連
想
す
る
だ
ろ
う
。
眉
間
尺

を
眠
ら
せ
な
い
鼠
は
、
『
犬
・
猫
・
鼠
』
に
依
れ
ば
「
ち
ょ
ろ

ち
ょ
ろ
歩
き
回
り
、
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
嗚
く
。
そ
の
態
度
は
、

往
々
に
し
て
『
名
士
・
名
教
授
』
よ
り
い
っ
そ
う
堂
々
と
し
て
い

る
」
「
箪
笥
や
長
持
ち
を
か
じ
っ
た
り
食
べ
物
を
盗
ん
だ
り
す
る
」

方
の
鼠
で
あ
り
、
「
親
指
ほ
ど
で
人
を
恐
れ
な
い
」
「
私
の
田
舎
で

『
隠
鼠
』
と
呼
ん
で
」
い
た
小
鼠
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
乳

母
の
阿
長
に
も
、
母
に
も
、
も
ち
ろ
ん
私
に
も
、
つ
ま
り
人
間
に

う
っ
か
り
踏
み
殺
さ
れ
る
よ
う
な
鼠
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
悪

事
は
大
抵
大
き
い
鼠
が
す
る
の
で
あ
り
、
私
の
可
愛
が
っ
て
い
る

チ
ビ
鼠
に
罪
を
な
す
り
つ
け
る
な
ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
」
な
の
で

あ
る
。
大
き
い
鼠
は
、
作
者
と
っ
て
も
憎
む
べ
き
存
在
な
の
だ
。

　
ポ
チ
ャ
ン
と
い
う
音
が
し
、
か
わ
ら
け
を
爪
で
ひ
っ
か
く
よ
う

な
音
が
し
た
。
そ
の
鼠
が
、
ど
う
や
ら
水
瓶
の
中
に
落
ち
た
よ
う

で
、
眉
間
尺
は
声
を
立
て
ず
に
松
明
を
つ
け
て
そ
れ
を
確
認
す
る
。

果
た
し
て
大
き
な
鼠
が
、
水
位
の
低
い
水
瓶
の
中
を
爪
を
た
て
る

手
が
か
り
を
求
め
な
が
ら
ぐ
る
ぐ
る
泳
い
で
い
る
。
眉
間
尺
は
憎

し
み
を
込
め
て
葦
の
棒
で
鼠
を
押
さ
え
つ
け
て
み
る
、
や
が
て
哀

れ
を
催
し
て
葦
の
棒
に
捕
ま
ら
せ
て
や
る
の
だ
が
、
び
し
よ
濡
れ

の
姿
を
見
て
ま
た
水
瓶
に
落
と
し
て
こ
づ
き
回
す
、
「
松
明
を
六

回
も
と
り
換
え
る
時
分
に
は
」
ほ
と
ん
ど
動
か
な
く
な
っ
た
鼠
を

つ
ま
み
出
し
、
鼠
が
三
た
び
息
を
吹
き
返
そ
う
と
し
た
瞬
間
、
思

わ
ず
踏
み
殺
す
。
そ
し
て
自
分
の
し
た
こ
と
に
恐
れ
を
な
し
て
、

呆
然
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
導
入
部
自
体
が
す
で
に
、
深
夜
、
松
明
の
明
か
り
の
中
で

繰
り
広
げ
ら
れ
る
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
復
讐
劇
で
あ
り
、
眉
間
尺

の
優
柔
不
断
と
未
熟
を
強
調
し
、
彼
自
身
の
手
で
は
復
讐
な
ど
不

可
能
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
の
導
入
部
で
は
あ
る
。

　
鼠
を
弄
ぶ
眉
間
尺
の
姿
は
ま
た
、
先
に
触
れ
た
『
犬
・
猫
・

鼠
』
に
「
そ
の
性
情
は
他
の
猛
獣
と
は
違
っ
て
、
雀
や
鼠
を
補
食

す
る
と
き
、
一
噛
み
で
殺
そ
う
と
は
廿
ず
、
い
つ
も
気
が
済
む
ま

で
弄
び
、
放
し
て
は
捕
ま
え
捕
ま
え
て
は
ま
た
放
し
、
遊
び
あ
き

た
と
こ
ろ
で
や
っ
と
食
べ
る
、
他
人
の
不
幸
を
喜
び
、
真
綿
で
首

を
絞
め
る
よ
う
に
弱
者
を
痛
め
つ
け
る
、
人
間
の
悪
し
き
性
癖
に

す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
」
と
い
う
猫
の
厭
う
べ
き
姿
に
似
て
は
い
ま

い
か
。
猫
は
そ
れ
を
楽
し
み
と
し
て
、
彼
は
怯
え
な
が
ら
し
て
い

る
か
ら
、
よ
り
厭
わ
し
い
。

　
弱
り
果
て
た
鼠
が
水
中
か
ら
「
と
が
っ
た
赤
い
鼻
の
先
だ
け
を

突
き
だ
し
て
」
喘
い
で
い
る
の
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
「
彼
は
こ
の
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ご
ろ
赤
鼻
の
人
間
か
何
と
な
く
気
に
く
わ
な
い
（
原
文
一
他
近
来

復
有
点
不
大
喜
歓
紅
鼻
子
的
人
）
」
と
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
す

る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
こ
の
度
は
こ
の
尖
っ
た
小
さ
い
赤
鼻
を

見
て
い
る
と
、
突
然
そ
れ
が
哀
れ
に
思
え
て
き
た
。
」
こ
れ
は
た

ぶ
ん
、
猫
に
も
鼠
に
も
関
係
な
く
、
木
山
氏
訳
注
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
直
門
大
学
の
同
僚
で
魯
迅
が
毛
嫌
い
し
た
顧
順
剛
か
ら
の

連
想
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
木
山
氏
訳
注
が
「
筆
の
す
さ
び
で
あ

り
」
「
本
篇
の
作
柄
か
ら
し
て
特
筆
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」

と
い
う
の
は
、
結
果
と
し
て
は
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
物

語
の
も
と
に
な
っ
た
伝
説
で
も
、
眉
間
尺
は
鼻
が
赤
い
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
魯
迅
自
身
も
日
記
の
中
に
「
眉
間
赤
」
と
書
き
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
赤
鼻
の
少
年
を
措
定
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
、
『
補
天
』
の
続
編
と
し
て
の
こ
の
物
語
は
先
の
序
で

「
古
代
と
現
代
の
両
方
か
ら
題
材
を
採
っ
て
」
と
い
う
意
図
で
書

か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
が
書
か
れ
る
動
機
と
し
て
、

や
は
旦
顧
氏
を
虚
仮
に
し
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
推
測
は
成
り
立
つ
。
次
作
『
奔
月
』
と
ほ
ぼ
八

年
後
の
『
理
水
』
－
顧
氏
を
虚
仮
に
す
る
と
い
う
目
的
は
こ
の

作
品
で
実
現
さ
れ
た
の
だ
が
Ｉ
Ｉ
こ
の
二
作
は
、
露
骨
に
現
代
。

そ
れ
も
か
つ
て
身
近
だ
っ
た
個
人
を
攻
撃
す
る
、
ほ
と
ん
ど
私
怨

を
晴
ら
す
が
ご
と
き
部
分
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
眉
間
尺
も
、
水
瓶
に
落
ち
た
鼠
も
、
仇
敵
顧

順
剛
と
同
じ
赤
鼻
で
あ
り
、
作
者
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ず
厭
わ

し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
ろ
う
。
で
、
そ
の
赤
鼻
同
士
に
お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
、
し
か
し
腰
小
な
復
１
　
劇
を
演
じ
さ
せ
た
。

　
ま
た
、
日
本
人
の
読
者
と
し
て
は
、
志
賀
直
哉
の
『
城
之
崎
に

て
』
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
有
島
や
武
者
小
路
ら
日
本
の

「
白
樺
派
」
が
魯
迅
ら
に
与
え
た
影
響
は
周
知
と
い
え
よ
う
し
、

死
に
瀕
し
て
な
お
弄
ば
れ
る
鼠
、
主
人
公
の
い
わ
ば
未
必
の
故
意

に
よ
っ
て
突
然
失
わ
れ
る
命
（
『
城
之
崎
に
て
』
で
は
イ
モ
リ
）
な
ど
、

よ
く
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
。
む
ろ
ん
、
魯
迅
が
志
賀
の
作

品
を
参
考
に
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
こ
の
鼠
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
『
全
集
』
注
に
引
く
『
列
異
伝
』
に
も
『
捜
神
記
』
に
も

み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
母
も
目
を
覚
ま
す
、
い
や
す
で
に
目
覚
め
て
い
て
、
目

を
凝
ら
し
て
息
子
の
行
状
を
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。
殺
し
も
助

け
も
し
て
い
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
「
殺
し
て
る
の
か
、
そ

れ
と
も
助
け
て
い
る
の
か
」
と
、
問
う
の
で
あ
る
。
「
真
夜
中
を

過
ぎ
た
ら
、
お
ま
え
は
十
六
歳
に
な
る
の
よ
」
と
、
息
子
の
未
熟

を
嘆
く
の
で
あ
る
が
、
場
面
が
月
夜
で
あ
っ
て
見
れ
ば
大
晦
日
で

あ
る
は
ず
も
な
く
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
満
年
齢
を
言
っ
て
い
る
。

一

０２
一



周
作
人
の
日
記
な
ど
も
途
中
か
ら
太
陽
暦
で
記
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
い
は
「
近
代
」
に
取
り
込
ま
れ

た
魯
迅
を
見
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
母
は
、
こ
の
日
に
告
げ
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
今
が
潮
時
と
見
た
の
か
、
と
に
か
く
父
に
仇
か
お
る
こ
と
、
そ

の
由
縁
な
ど
を
息
子
に
話
し
て
聞
か
せ
る
。

　
王
妃
が
鉄
柱
を
抱
い
て
生
ん
だ
鉄
の
か
た
ま
り
を
、
眉
間
尺
の

父
が
二
本
の
剣
に
鍛
え
、
一
振
り
を
王
に
献
上
し
、
一
振
り
は
自

分
の
復
讐
の
た
め
に
家
に
隠
し
お
い
た
、
と
い
う
。
父
は
、
「
狭

疑
心
が
強
く
、
残
忍
な
」
王
に
命
じ
ら
れ
て
剣
を
鍛
え
、
そ
の
剣

を
献
上
す
る
と
き
が
自
ら
の
命
日
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
、

妻
を
携
え
て
逃
亡
す
る
で
も
な
く
剣
を
鍛
え
た
。
何
か
の
た
め
で

は
な
く
剣
を
鍛
え
る
こ
と
自
体
が
、
た
ぶ
ん
目
的
で
あ
っ
た
。
報

削
は
、
お
の
れ
の
死
と
、
息
子
が
仇
を
討
つ
と
い
う
希
望
で
あ
っ

た
。
父
の
死
体
は
「
そ
の
魂
が
た
た
る
の
を
お
そ
れ
て
、
首
と
体

を
表
門
と
裏
庭
に
分
け
て
埋
め
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

後
段
の
伏
線
で
も
あ
る
。

　
母
の
話
を
聞
い
た
眉
間
尺
は
「
突
然
全
身
に
火
が
つ
い
た
よ
う

に
熱
く
な
り
、
体
中
の
毛
か
ら
火
花
が
散
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
二

つ
の
拳
を
、
暗
闇
の
中
で
ギ
シ
ギ
シ
音
が
す
る
ほ
ど
握
り
し
め

た
」
、
復
讐
を
決
意
し
た
の
だ
。
優
柔
不
断
な
、
未
熟
な
自
分
に

別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
床
板
を
は
が
し
、
そ
の
下
を
鍬
で
掘
り
下
げ
、
腐
っ

た
木
箱
の
中
か
ら
、
父
の
残
し
た
剣
を
掘
り
出
す
の
で
あ
る
。
も

と
も
と
出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
時
に
は
、
母
の
言
葉
に
依
れ
ば
、

「
〔
炉
か
ら
上
が
っ
た
〕
湯
気
が
中
空
ま
で
上
る
と
自
い
雲
に
変

わ
っ
て
あ
た
り
に
立
ち
こ
め
、
そ
の
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
緋
色
が
漂

ん
で
き
て
す
べ
て
が
桃
の
花
の
色
に
染
ま
り
ま
し
た
。
…
…
七
日

七
晩
経
っ
た
ら
剣
は
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
よ
く
よ
く
見
る

と
炉
の
底
に
真
青
の
透
明
な
二
本
の
氷
の
よ
う
な
剣
が
横
だ
わ
っ

て
い
ま
し
た
」
と
い
う
剣
は
果
た
し
て
「
窓
外
の
星
や
月
も
室
内

の
松
明
も
に
わ
か
に
輝
き
を
失
い
、
青
い
光
だ
け
が
天
地
に
満
ち

た
。
剣
は
そ
の
青
い
光
の
中
に
溶
け
て
、
そ
こ
に
あ
る
と
も
見
え

な
か
っ
た
」
「
格
別
切
れ
そ
う
で
も
な
か
っ
た
が
、
刃
は
や
や
丸

み
を
帯
び
て
、
ち
ょ
う
ど
韮
の
葉
の
よ
う
だ
っ
た
」
（
却
井
不
見
得

忽
様
鋒
利
、
剣
口
反
而
有
些
渾
圓
、
正
如
一
片
韮
葉
）
と
い
う
代
物
で

あ
っ
た
。
韮
の
葉
は
、
鋭
い
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
。

　
「
薄
紅
を
刷
い
た
天
空
に
、
緑
青
色
の
雲
が
う
ね
う
ね
と
縞
を

描
き
、
星
は
そ
の
後
ろ
に
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
瞬
い
て
い
た
。
血

の
色
を
し
た
天
涯
の
雲
の
中
で
四
方
に
光
芒
を
放
つ
太
陽
は
、
揺

ら
め
く
金
の
球
が
太
古
の
溶
岩
に
包
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

そ
の
反
対
側
は
、
銑
鉄
の
よ
う
に
冷
た
く
白
い
月
で
あ
っ
た
。
ど



ち
ら
が
昇
り
ど
ち
ら
が
沈
ん
で
い
る
の
か
、
彼
女
〔
女
蝸
〕
の
知

る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
」
（
『
補
天
』
）
女
蝸
が
目
覚
め
た
と
き
の

世
界
と
同
様
、
で
あ
り
、
『
鋳
剣
』
が
『
補
天
』
の
世
界
の
イ

メ
ー
ジ
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
『
補
天
』
　
の

基
調
の
色
は
桃
色
、
も
し
く
は
肌
色
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
鋳

剣
』
の
基
調
を
な
し
て
い
る
の
は
、
熱
が
引
い
た
後
の
青
色
、
と

い
え
よ
う
か
。

　
眉
間
尺
は
剣
を
手
に
入
れ
る
と
、
「
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
性
格
は
も

う
改
め
ま
し
た
、
こ
の
剣
で
き
っ
と
仇
を
討
ち
ま
す
」
と
母
に
決

意
表
明
し
て
み
せ
る
。
母
は
準
備
周
到
な
こ
と
に
青
い
剣
を
背

負
っ
て
も
他
人
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
青
い
服
を
眉
間
尺
に
与
え

る
。
こ
れ
か
ら
眉
間
尺
は
、
幾
多
の
銀
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
な
が

ら
成
長
し
、
み
ご
と
仇
を
討
ち
取
っ
て
、
母
の
元
に
戻
っ
て
く
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
興
奮
し
て
寝
付
か
れ
ず
、
寝
返
り
ば
か
り
打
つ
眉
間
尺
を
見
て
、

母
は
失
望
の
長
い
た
め
息
を
眉
間
尺
に
も
聞
こ
え
る
ほ
ど
大
き
く

つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
敵
討
ち
の
失
敗
を
、
母
は
す
で
に
予
見
し
、

読
者
に
暗
示
す
る
。

　
　
　
二

　
未
明
、
颯
爽
と
、
し
か
し
寝
不
足
の
腫
れ
ぼ
っ
た
い
目
を
し
て
、

眉
間
尺
は
仇
討
ち
に
出
か
け
る
。
朝
露
の
杉
林
を
抜
け
、
野
菜
売

り
だ
ち
と
と
も
に
城
門
を
入
る
。
城
内
の
市
で
は
、
眉
間
尺
の
悲

壮
な
決
意
と
は
裏
腹
に
、
ぼ
１
つ
と
突
っ
立
つ
男
た
ち
で
あ
り
、

寝
起
き
の
ぼ
さ
ぼ
さ
髪
に
身
繕
い
も
せ
ず
戸
口
か
ら
外
を
覗
く
女

た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
異
変
の
予
感
に
お
の
の
き
つ
つ
も
、

背
後
に
子
ど
も
が
近
づ
い
た
と
き
思
わ
ず
、
剣
に
触
れ
て
怪
我
を

し
な
い
か
と
冷
や
汗
を
流
す
、
気
の
弱
い
、
い
や
心
優
し
い
眉
間

尺
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
日
は
王
の
御
幸
か
お
る
日
で
、
王
宮
に
近
づ
く
と
す
で
に

人
だ
か
り
が
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
ず
自
分
の
剣
が
人
を
傷

つ
け
な
い
か
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
待
つ
ほ
ど
も
な
く
、
王
の

壮
麗
な
行
列
（
お
付
き
の
馬
車
に
乗
る
も
の
は
皆
年
寄
り
か
背
の
低
い

ず
ん
ぐ
り
男
、
ま
る
で
女
蝸
が
手
当
た
り
次
第
に
生
み
出
し
た
「
阿
呆
じ

み
て
貧
相
で
、
こ
す
か
ら
そ
う
な
、
嫌
ら
し
い
奴
ら
」
）
が
や
っ
て
来

る
。
王
は
ご
ま
塩
髭
に
小
さ
な
頭
の
で
っ
ぶ
り
し
た
男
で
あ
る
。

眉
間
尺
と
同
じ
剣
を
帯
び
て
い
る
。
眉
間
尺
は
、
ま
た
も
や
「
全

身
が
、
猛
火
に
焼
か
れ
た
か
の
よ
う
に
熱
く
な
」
つ
て
、
ひ
れ
伏



し
た
人
々
の
頭
を
跨
い
で
王
に
迫
ろ
う
と
す
る
が
、
誰
か
に
足
を

掴
ま
れ
て
干
涸
ら
び
面
の
若
者
の
上
に
ひ
っ
く
り
返
る
。
こ
こ
で

も
そ
の
若
者
を
傷
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
世
間
は
そ
ん
な
に
甘
く
は
な
い
。
干
涸
ら
び
面
の
若
者
は

ま
ず
返
礼
の
パ
ン
チ
を
二
発
か
ま
し
て
か
ら
、
眉
間
尺
に
因
縁
を

付
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
お
か
げ
て
大
事
な
丹
田
が
潰
れ
た
ぞ
、

責
任
を
と
れ
、
八
十
に
な
る
前
に
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
命
で
償

え
」
と
。
あ
り
得
る
会
話
か
も
知
れ
な
い
が
、
作
者
の
ち
ょ
っ
と

し
た
「
油
滑
」
で
も
あ
る
。

　
眉
間
尺
を
助
け
出
す
の
が
、
「
黒
い
髭
、
黒
い
目
、
鉄
の
よ
う

に
痩
せ
た
」
「
黒
い
男
」
で
あ
る
。
顎
を
撫
で
、
睨
み
つ
け
る
だ

け
で
若
者
は
す
ご
す
ご
と
逃
げ
出
す
。
興
ざ
め
し
た
群
衆
も
散
っ

て
い
く
。
た
だ
居
残
っ
た
何
人
か
が
、
眉
間
尺
に
、
姉
が
い
な
い

か
ど
う
か
問
う
た
り
す
る
の
も
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
「
油
滑
」

で
な
か
ろ
う
か
。
脚
色
し
て
舞
台
に
乗
せ
た
な
ら
、
こ
う
し
た
場

面
は
き
っ
と
笑
い
を
取
れ
る
に
違
い
な
い
。
「
眉
間
尺
は
も
う
相

手
に
し
な
か
っ
た
」
の
だ
が
、
さ
ら
に
彼
ら
の
相
手
を
さ
せ
て
さ

ら
に
「
油
滑
」
に
仕
立
て
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
厦
門
の

雰
囲
気
が
そ
う
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
城
内
の
喧
噪
の
中
で
は
「
容
易
に
人
を
傷
つ
け
る
」
の
で
、
眉

間
尺
は
南
門
の
城
外
で
王
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。
夕
方
、
野
菜
売

り
た
ち
も
城
内
か
ら
出
て
い
き
、
人
影
も
絶
え
た
頃
「
逃
げ
ろ
！

眉
間
尺
、
国
王
が
お
ま
え
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
！
」
と

「
ふ
く
ろ
う
の
よ
う
な
声
」
が
し
た
。
来
し
な
に
通
っ
た
杉
林
ま

で
息
を
切
ら
し
て
逃
げ
た
と
き
、
そ
の
声
が
「
両
の
目
が
燐
光
の

よ
う
」
な
、
件
の
「
黒
い
男
」
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
た
。

　
「
は
は
は
、
俺
は
昔
か
ら
お
前
を
知
っ
て
い
る
」
「
お
前
が
雄
剣

を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
、
父
の
仇
を
討
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
失
敗
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
予
言
者

で
あ
り
、
眉
間
尺
は
自
分
で
も
薄
々
気
付
い
て
い
た
だ
ろ
う
自
分

の
無
力
を
は
っ
き
り
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
、
「
お
母
さ
ま
の
溜

め
息
も
無
理
は
な
い
」
と
。
男
は
ま
た
「
お
前
の
母
は
私
か
代
わ

り
に
仇
を
打
つ
こ
と
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
運
命
を
変
え
る
者
で

あ
り
、
「
義
士
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
屈
辱
、
母
子
家
庭
へ
の
同

情
も
侮
辱
で
あ
る
と
考
え
る
異
人
で
あ
っ
た
。
「
義
理
、
人
情
な

ど
と
い
う
も
の
は
、
昔
は
き
れ
い
だ
っ
た
と
し
て
も
今
と
な
っ
て

は
高
利
貸
し
の
資
本
に
な
り
さ
が
っ
た
」
か
ら
だ
、
と
。
だ
が
、

こ
の
男
が
敵
討
ち
を
代
行
す
る
理
由
は
、
眉
間
尺
の
父
の
知
り
合

い
だ
か
ら
で
は
な
い
、
た
だ
敵
討
ち
に
長
け
て
い
る
か
ら
、
だ
と

言
う
。
「
お
前
の
仇
は
俺
の
仇
だ
、
そ
い
つ
は
ま
た
俺
自
身
な
の

だ
。
俺
の
魂
は
、
人
と
自
分
と
で
付
け
た
傷
だ
ら
け
だ
。
俺
は
今

や
自
分
自
身
を
憎
ん
で
い
る
」
（
祢
的
就
是
我
的
一
他
也
就
是
我
。
我



的
霊
魂
上
是
有
這
座
多
的
、
人
我
所
加
的
傷
、
我
已
経
憎
悪
我
自
己
！
）
、

な
ら
ば
、
自
分
自
身
を
仇
と
し
て
殺
す
、
た
め
に
引
き
受
け
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
「
黒
い
男
」
の
形
象
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
魯
迅

の
最
初
期
作
『
摩
羅
詩
力
説
』
中
の
「
詩
人
」
、
女
蝸
、
『
野
草
』

に
収
め
る
「
こ
の
よ
う
な
戦
士
」
な
ど
の
系
譜
を
継
ぐ
人
格
で
あ

る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
物
語
を
終
え
た
の
ち
、
再
考
す

る
。

　
男
は
眉
間
尺
に
剣
と
自
身
の
首
を
要
求
す
る
。
す
で
に
お
の
れ

の
無
力
を
悟
っ
た
眉
間
尺
も
疑
う
こ
と
な
く
、
い
と
も
容
易
く
自

刎
す
る
。
眉
間
尺
の
生
首
に
接
吻
し
て
高
笑
い
す
る
男
、
眉
間
尺

の
体
を
狼
の
餌
食
と
し
、
男
を
襲
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
狼
も
眉

間
尺
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
仲
間
の
餌
食
と
し
た
描
写
の
繰
り

返
し
は
、
ひ
た
す
ら
不
気
味
で
あ
る
。
作
中
人
物
へ
の
思
い
入
れ

な
ど
、
か
け
ら
も
な
い
の
だ
。
男
の
歌
う
歌
は
、
『
全
集
』
注
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
も
深
い
意
味
を
込
め
た
も
の
で
は

な
く
、
た
だ
不
気
味
さ
を
強
調
す
る
た
め
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
青

剣
を
愛
し
て
一
人
の
仇
が
自
ら
を
屠
る
…
…
頭
に
頭
を
換
え
て
二

人
の
仇
が
自
ら
を
屠
る
」
と
、
物
語
の
先
行
き
を
暗
示
し
て
い
る

こ
と
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
　
　
三

　
「
え
え
い
、
退
屈
じ
ゃ
！
」
王
は
、
不
機
嫌
な
様
子
で
こ
う
言

う
だ
け
で
周
囲
を
疎
み
上
が
ら
せ
、
気
に
く
わ
な
い
も
の
は
件
の

青
剣
で
片
っ
端
か
ら
切
り
捨
て
る
と
い
う
典
型
的
な
暴
君
で
あ
る
。

眉
間
尺
に
は
仇
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
暗
君
か
と
い
う
と
、
街
は

け
っ
こ
う
賑
わ
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
な
り
に
民
に
尊
敬
さ
れ
て
、

そ
う
で
も
な
い
よ
う
だ
。

　
な
ら
ば
、
眉
間
尺
の
敵
討
ち
は
（
今
や
黒
い
男
に
託
さ
れ
た
が
）
、

独
裁
者
の
圧
政
に
苦
し
む
人
民
を
代
表
し
て
、
そ
の
敵
を
討
ち
、

社
会
を
変
革
す
る
、
と
い
う
正
義
の
闘
い
で
は
な
い
。
す
で
に
私

怨
で
す
ら
な
い
か
の
よ
う
だ
。
む
ろ
ん
王
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
廷

臣
の
た
め
で
も
な
い
は
ず
だ
。

　
男
は
言
葉
巧
み
に
奇
術
の
芸
人
と
し
て
王
宮
に
乗
り
込
む
。
男

は
自
ら
「
匝
は
宴
之
赦
者
と
申
し
、
浪
波
郷
に
育
ち
ま
し
た
」
と

名
乗
る
。
『
全
集
』
お
よ
び
木
山
氏
の
注
に
あ
る
よ
う
に
、
周
作

人
の
妻
に
追
い
出
さ
れ
た
こ
と
を
当
て
こ
す
っ
た
筆
名
で
、
か
つ

て
一
度
し
か
用
い
た
こ
と
は
な
い
。
謎
め
い
た
そ
の
字
面
の
ゆ
え
、

ま
た
上
述
の
「
傷
」
の
う
ず
き
と
も
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
に
違
い

な
い
、
と
は
木
山
氏
の
注
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ



う
。
ま
た
「
波
浪
」
は
、
『
楚
辞
・
魚
父
』
に
見
え
る
語
で
、
垢

塵
あ
る
い
は
昏
暗
不
明
の
意
、
汚
濁
の
中
で
育
っ
た
、
あ
る
い
は

暗
闇
の
中
で
育
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
こ
で
と
り

あ
え
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
奇
術
師
と
し
て
の
口
上
で

あ
っ
て
み
れ
ば
い
わ
ば
芸
名
で
は
あ
る
が
、
魯
迅
が
こ
の
黒
い
男

に
些
か
な
り
と
も
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
眉
間
尺
の
生
首
は
「
秀
で
た
眉
に
切
れ
長
の
眼
、
白
い
歯
と
紅

い
唇
、
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。
ぼ
う
ぼ
う
た
る
蓬
髪
は
、
青
い

煙
が
舞
う
よ
う
だ
」
、
ビ
ア
ズ
レ
ー
描
く
と
こ
ろ
の
サ
ロ
メ
が
捧

げ
も
つ
ヨ
カ
ナ
ー
ン
の
よ
う
な
こ
の
首
が
真
っ
赤
な
獣
炭
に
熱
せ

ら
れ
た
金
色
の
大
鼎
の
上
で
黒
い
男
に
よ
っ
て
ま
さ
に
放
り
込
ま

れ
た
。
周
囲
は
息
を
の
む
。

　
長
い
時
間
何
も
起
こ
ら
ず
、
観
衆
が
焦
れ
て
怒
り
始
め
た
と
き

に
湯
が
た
ぎ
り
は
じ
め
、
男
は
甲
高
い
声
で
不
気
味
な
歌
を
歌
い

始
め
、
首
は
踊
り
始
め
る
。

　
男
の
歌
が
終
わ
る
と
、
熱
湯
の
中
を
は
げ
し
く
舞
い
な
が
ら
首

が
替
わ
っ
て
歌
い
始
め
る
。
不
可
解
な
、
不
気
味
な
、
予
言
の
歌

で
あ
る
。
や
が
て
歌
い
疲
れ
た
よ
う
に
首
は
底
に
沈
む
。
男
に
促

さ
れ
て
王
が
鼎
を
の
ぞ
き
込
む
と
、
少
年
の
首
は
「
婿
然
」
と
笑

う
の
で
あ
る
。
雄
剣
の
持
ち
主
が
、
雌
剣
の
持
ち
主
を
誘
惑
す
る

エ
ロ
ス
の
一
瞬
で
あ
る
。

　
瞬
間
、
男
の
剣
に
よ
っ
て
王
の
首
は
熱
湯
中
に
切
り
落
と
さ
れ
、

眉
間
尺
の
首
と
死
闘
を
始
め
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
時

点
で
復
讐
は
成
就
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

は
、
実
に
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
二
つ
の
首
が
熱
湯
の
中
で
格
闘
す

る
と
い
う
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
展
開
と
な
る
。
だ
が
少
年
と
壮

年
、
心
優
し
い
眉
間
尺
と
暴
君
で
は
あ
っ
て
も
暗
君
で
は
な
い
王

と
で
は
、
首
と
な
っ
て
も
自
ず
と
力
に
差
が
あ
っ
て
眉
間
尺
が
負

け
そ
う
に
な
る
。
黒
い
男
は
些
か
慌
て
た
。
彼
の
も
く
ろ
み
で
は
、

眉
間
尺
が
勝
つ
は
ず
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
し
こ
の
一
瞬

の
喫
驚
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
突
発
事
態
に
対
し
て
も
躊
躇
す
る

こ
と
な
く
次
の
行
動
に
移
る
こ
と
の
で
き
る
男
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。

　
二
つ
の
首
は
力
を
合
わ
せ
て
、
王
の
首
を
攻
撃
す
る
。
衆
寡
敵

せ
ず
、
そ
の
さ
ま
は
「
飢
え
た
鶏
が
米
を
啄
む
が
如
く
、
と
こ
ろ

嫌
わ
ず
噛
み
ち
ら
す
」
、
小
説
の
冒
頭
で
鼠
に
加
え
た
と
同
様
、

た
だ
し
く
こ
れ
は
私
刑
で
あ
る
。

　
王
の
首
が
「
断
気
」
し
た
こ
と
を
確
か
め
て
、
二
つ
の
首
は
、

ほ
ほ
え
み
あ
っ
て
仰
向
け
に
鼎
の
底
に
沈
ん
で
い
っ
て
、
「
復
讐
」

は
完
了
す
る
。



　
　
　
四

　
獣
炭
も
燃
え
尽
き
、
鼎
の
水
面
も
お
さ
ま
る
と
、
か
わ
り
に
周

囲
が
賑
や
か
に
な
る
。
も
じ
ど
お
り
人
間
の
油
を
ひ
い
た
水
面
が

映
し
出
し
だ
の
は
、
ま
だ
残
る
熱
気
に
顔
を
火
照
ら
せ
た
皇
后
、

王
妃
、
軍
人
、
老
匝
、
株
儒
、
宦
官
な
ど
、
映
画
の
ワ
ン
シ
ョ
ツ

ト
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

　
油
の
下
は
、
し
ゃ
れ
こ
う
べ
と
髪
髭
以
外
は
煮
く
ず
れ
て
し

ま
っ
た
濃
厚
な
人
肉
ス
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
ス
ー
プ
を
め
ぐ
っ
て

廷
匝
た
ち
の
ド
タ
バ
タ
が
始
ま
る
。
王
に
対
す
る
愛
憎
も
、
二
人

の
復
讐
者
に
対
す
る
呪
誼
も
賞
賛
も
な
い
。

　
台
所
か
ら
網
杓
子
だ
の
穴
杓
子
だ
の
を
持
ち
出
し
て
、
濃
厚
な

人
肉
の
コ
ン
ソ
メ
ス
ー
プ
（
清
湯
）
の
中
か
ら
し
ゃ
れ
こ
う
べ
と

髪
髭
を
引
き
出
し
、
そ
の
中
か
ら
王
の
も
の
を
同
定
す
る
、
と
い

う
お
ぞ
ま
し
く
も
滑
稽
な
ど
た
ば
た
劇
が
演
じ
ら
れ
て
、
い
ま
一

歩
で
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
は
回
避
さ
れ
る
。
王
の
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ

た
せ
い
か
廷
臣
も
王
妃
も
、
妙
に
張
り
切
っ
て
い
る
。
作
業
は
、

し
ゃ
れ
こ
う
べ
の
傷
や
ら
髭
の
色
や
ら
微
に
入
り
細
を
う
が
つ
の

で
あ
る
。
ど
た
ば
た
劇
は
、
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高
さ
が
必
須
な
の
だ
。

中
国
語
の
「
油
滑
」
と
い
う
言
葉
が
適
当
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

魯
迅
の
想
像
力
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
夜
半
に
な
る
と
さ
す
が
に
テ
ン
シ
ョ
ン
も
下
が
っ
て
く
る
、
ど

た
ば
た
劇
も
続
か
な
い
、
結
局
王
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
を
識
別
す
る

作
業
は
断
念
さ
れ
、
「
頭
蓋
骨
を
三
つ
と
も
王
の
胴
体
と
一
緒
に

金
棺
に
納
め
て
埋
葬
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。

　
七
日
後
、
出
棺
の
行
列
は
、
先
日
の
遊
山
の
時
と
同
様
、
し
か

し
よ
り
豪
華
に
城
内
を
練
り
歩
く
。
お
そ
ら
く
暴
君
で
は
あ
っ
て

も
暗
君
で
は
な
か
っ
た
王
の
棺
を
一
目
見
よ
う
と
、
多
く
の
下
々

が
沿
道
を
埋
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
ク
ー
デ
タ
ー
の
成
功
を
喜
ぶ

も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
二
人
の
復
讐
の
成
就
を
祝
う
も
の
で
も
な

い
。
数
少
な
い
が
逆
賊
の
霊
魂
を
王
と
と
も
に
祭
る
こ
と
を
憤
る

義
民
さ
え
居
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
テ
ン
シ
ョ
ン
を
失
っ
た
廷
臣

の
行
列
は
も
う
ど
た
ば
た
劇
を
演
じ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
な
く
、

「
見
ら
れ
た
さ
ま
で
は
な
か
っ
た
。
」

お
　
わ
　
り
　
に

　
現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
、
文
末
に
「
一
九
二
六
年
十
月
作
」
、
す

で
に
述
べ
た
が
魯
迅
日
記
に
よ
れ
ば
二
七
年
四
月
三
日
「
作
『
眉

間
赤
』
詑
」
と
あ
る
。
詑
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
れ
以
前
に
書
き

始
め
て
い
た
は
ず
だ
し
、
中
山
大
学
に
移
っ
て
か
ら
は
た
い
そ
う



忙
し
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
基
本
的
に
厦
門
で
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
厦
門
時
代
に
つ
い
て
後
に
『
故
事
新
編
』
序
に
「
そ

の
こ
ろ
は
目
前
の
こ
と
を
考
え
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
回
想
が
首

を
も
た
げ
て
き
て
十
篇
の
『
朝
花
夕
拾
』
を
書
い
た
ほ
か
、
引
き

続
き
古
代
の
伝
説
類
を
あ
さ
っ
て
、
八
篇
の
『
故
事
新
編
』
を
ま

と
め
る
用
意
も
し
た
」
と
記
し
、
ま
た
こ
の
四
ヶ
月
余
に
魯
迅
が

書
い
た
主
な
も
の
に
は
、
『
奔
月
』
以
外
『
朝
歌
夕
拾
』
所
収
の

五
篇
『
従
百
草
園
到
三
味
１
　
屋
』
『
父
親
的
病
』
『
珀
記
』
『
藤
野

先
生
』
『
苑
愛
農
』
お
よ
び
『
壁
下
訳
叢
』
所
収
の
武
者
小
路
実

篤
と
有
島
武
郎
の
散
文
の
翻
訳
三
篇
な
ど
、
さ
ら
に
日
本
留
学
時

代
の
論
文
四
篇
を
含
む
散
文
集
『
墳
』
を
編
集
し
、
そ
の
題
記
と

後
記
な
ど
か
お
る
。
同
時
代
の
こ
と
は
、
『
奔
月
』
な
ど
高
長
虹

が
ら
み
の
こ
と
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
時
期
魯
迅
の
心

は
過
去
に
傾
い
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
ら
の
諸
篇
の
な
か
で

も
『
鋳
剣
』
の
題
材
や
主
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
前
に
少
し

触
れ
た
が
日
本
留
学
中
（
一
九
〇
七
年
）
に
書
が
れ
た
『
墳
』
所

収
の
『
摩
羅
詩
力
説
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
鋳
剣
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
墳
・
題
記
』
で
、
『
摩
羅
詩

力
説
』
な
ど
は
割
愛
し
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
「
そ
の
中
で
述
べ

た
幾
人
か
の
詩
人
は
、
い
ま
は
言
及
す
る
人
も
い
な
い
の
で
」
こ

れ
を
録
し
て
お
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
は

「
摩
羅
詩
」
す
な
わ
ち
「
心
声
」
も
し
く
は
「
新
し
き
声
」
の
代

表
詩
人
が
「
人
心
を
充
分
攬
き
た
て
る
力
を
も
ち
、
か
つ
言
葉
に

優
れ
て
深
い
味
わ
い
の
あ
る
」
「
摩
羅
詩
派
」
バ
イ
ロ
ン
で
あ
り
、

彼
の
系
統
に
属
す
る
詩
人
を
紹
介
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ

れ
で
魯
迅
の
い
わ
ば
近
代
観
と
で
も
い
う
も
の
を
う
か
が
う
上
で

重
要
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
『
鋳
剣
』
に
引
き
つ
け
て
魯
迅
の
言

葉
を
拾
う
と
、
「
要
す
る
に
詩
人
と
は
人
の
心
を
掻
き
乱
す
も
の

な
の
」
　
で
あ
り
、
「
邪
な
き
こ
と
を
強
い
る
の
で
あ
れ
ば
人
の
志

で
は
な
く
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
バ
イ
ロ
ン
出
ず
る
や
古
い
規
範

を
超
え
て
、
信
ず
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
に
抒
べ
、
そ
の
文
学
は

い
ず
れ
も
剛
健
、
抵
抗
、
破
壊
、
挑
戦
、
の
声
に
満
ち
た
。
平
和

の
大
が
こ
れ
を
傾
れ
ぬ
わ
け
が
あ
ろ
う
か
」
、
「
〔
サ
タ
ン
は
〕
　
上

は
力
で
天
帝
に
反
抗
し
、
下
は
力
で
衆
人
を
制
圧
す
る
、
こ
れ
ほ

ど
矛
盾
の
甚
だ
し
い
行
動
は
な
い
。
だ
が
衆
人
を
制
圧
す
る
の
は

天
帝
に
反
抗
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
衆
人
が
と
も
に
反
抗
す
る

な
ら
ば
、
制
圧
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
も
ま

た
同
様
で
あ
っ
た
」
「
海
賊
の
横
行
を
心
の
範
と
し
な
が
ら
、
ま

た
た
だ
一
人
ギ
リ
シ
ア
の
独
立
を
援
け
、
圧
政
と
反
抗
を
一
人
で

兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ラ
ブ
民
族
の
詩
人
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、

プ
ー
シ
キ
ン
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
名
を
挙
げ
な
が



ら
、
「
た
だ
ゴ
ー
ゴ
リ
は
社
会
人
生
の
暗
黒
面
の
描
写
に
よ
っ
て

著
名
で
あ
る
が
、
前
二
者
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
触
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
後
年
「
中
国
の
ゴ
ー

ゴ
リ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
資
質
は
ゴ
ー
ゴ
リ
的
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
文
学
上
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
少
な
く
と
も
二

十
六
歳
の
魯
迅
に
と
っ
て
は
、
バ
イ
ロ
ン
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
こ
の
二
者
は
魯
迅
本
人
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
区
別

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
で
は
『
鋳
剣
』
は
ど
ち
ら
に
属
す
る
作
品
か
。
か
つ
て
「
子
ど

も
を
救
え
」
と
叫
ん
だ
中
国
の
ゴ
ー
ゴ
リ
は
、
顔
さ
え
知
ら
ぬ
父

の
復
讐
と
い
う
封
建
的
な
目
的
の
た
め
に
い
と
も
簡
単
に
子
ど
も

の
首
を
切
り
、
あ
ま
つ
さ
え
煮
え
た
ぎ
る
鼎
の
な
か
の
暴
力
と
エ

ロ
ス
の
饗
宴
へ
放
り
込
み
、
骨
と
な
っ
て
永
遠
に
仇
と
と
も
に
葬

り
さ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ゴ
ー
ゴ
リ
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
く
、
た
だ
し
く
悪
魔
派
の
所
業
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
の
話
の
狂
言
回
し
、
そ
の
じ
つ
真
の
主
人
公
た
る
「
黒
い
男
」

こ
そ
、
「
平
和
の
人
が
こ
れ
を
傾
れ
」
る
、
「
圧
政
と
反
抗
を
一
人

で
兼
ね
た
」
男
、
す
な
わ
ち
魯
迅
が
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
の
詩
人

で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
。

　
魯
迅
の
諸
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
の
ゴ
ー
ゴ

リ
的
な
も
の
と
バ
イ
ロ
ン
的
な
も
の
の
二
つ
の
系
統
に
分
け
て
み

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
圧
倒
的
に
前
者
が
多
い
こ
と
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
後
者
と
し
て
『
補
天
』
や
『
野
草
』
に
収
め
ら
れ

る
作
品
－
難
解
と
さ
れ
る
作
品
－
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
れ
ら
は
『
摩
羅
詩
力
説
』
の
基
準
で
評
価
さ
る
べ
き
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
れ
を
自
嘲
と
俯
晦
を
込
め
た
「
庸

俗
」
と
「
油
滑
」
に
重
ね
る
の
は
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う

か
。

　
竹
内
氏
は
そ
の
著
書
『
魯
迅
』
で
、
保
留
を
つ
け
な
が
ら
も

『
故
事
新
編
』
は
無
視
し
て
よ
い
作
品
群
で
あ
る
と
し
た
が
、
地

下
水
脈
の
よ
う
に
魯
迅
の
作
品
群
の
な
か
に
流
れ
て
い
る
「
悪
魔

派
」
的
な
も
の
が
、
こ
う
し
た
作
品
と
し
て
時
折
地
表
に
現
れ
る
、

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
い
わ
ず
も
が
な
で
は
あ
る
が
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
女
子
師
範
事

件
で
教
え
子
が
殺
さ
れ
た
こ
と
と
そ
の
余
波
が
、
こ
の
作
品
の
一

つ
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
魯
迅
な
り

の
「
血
債
」
の
取
り
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い

の
だ
。
た
と
え
紅
顔
の
美
少
年
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
決
し
て

「
義
」
で
も
っ
て
飾
る
こ
も
で
き
な
く
と
も
、
晴
ら
さ
ず
に
は
お

れ
な
か
っ
た
個
人
的
な
恨
み
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
復
讐
の
相

手
は
と
り
あ
え
ず
「
王
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
じ
つ
『
野
草
』
所

収
の
『
こ
の
よ
う
な
戦
士
』
に
敵
と
し
て
描
か
れ
る
「
無
物
の
も



の
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
人
は
伝
説
通
り

に
一
緒
に
葬
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
復
啓
心
は
具
体
的
な
人
物
に
も
、
ほ
と
ん
ど
八

つ
当
た
り
的
に
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
書
か
れ
る

『
奔
月
』
『
理
水
』
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
魯
迅
の
復
讐
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
も
Ｉ
些
か
ソ
フ
ィ
ス
ト
ゲ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
と
は

い
ぇ
Ｉ
ま
た
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

注
（
１
）
　
木
山
英
雄
「
『
故
事
新
編
』
解
説
」
（
『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻

　
　
　
学
習
研
究
社
一
九
八
五
年
）
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
『
魯
迅
全

　
　
　
集
』
第
二
巻
（
人
民
文
学
出
版
社
一
九
八
一
年
、
以
下
単
に

　
　
　
『
全
集
』
と
す
る
）
を
用
い
た
。
ま
た
、
訳
文
は
主
に
上
記
木

　
　
　
山
英
雄
訳
（
以
下
「
木
山
氏
訳
」
と
す
る
）
と
、
竹
内
好
訳

　
　
　
（
『
魯
迅
文
集
』
二
ち
く
ま
文
庫
一
九
九
一
年
、
以
下
「
竹
内
氏

　
　
　
訳
」
と
す
る
）
を
参
考
に
し
た
。

（
２
）
　
「
庸
俗
」
は
そ
の
ま
ま
日
杢
語
で
通
じ
る
が
、
「
油
滑
」
の
方
は

　
　
　
木
山
氏
は
「
悪
ふ
ざ
け
」
、
竹
内
氏
は
「
お
ど
け
」
と
訳
し
て

　
　
　
い
る
。
「
認
真
」
と
対
立
し
て
使
わ
れ
て
い
て
不
真
面
目
、
と

　
　
　
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
く
、
両
氏
の
訳
語
は
む
ろ
ん
誤
訳
な
ど

　
　
　
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
木
山
氏
の
解
説
に
も
言
う
よ
う

　
　
　
に
こ
の
語
は
『
故
事
新
編
』
全
編
の
牛
Ｉ
タ
ー
ム
で
あ
っ
て
み

　
　
　
れ
ば
、
い
か
が
な
も
の
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ

　
　
　
て
「
ド
タ
バ
タ
（
こ
れ
を
英
語
で
い
え
ば
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ

　
　
　
ク
）
」
と
訳
し
て
み
た
（
拙
論
「
魯
迅
『
理
水
』
覚
書
」
金
沢

　
　
　
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
『
言
語
文
化
論
叢
』
第
五
号

　
　
　
二
〇
〇
一
年
）
。
し
か
し
こ
れ
も
今
ひ
と
つ
の
う
ら
み
は
拭
い

　
　
　
き
れ
ず
、
本
論
で
は
暫
く
「
油
滑
」
あ
る
い
は
「
不
真
面
目
」

　
　
　
と
す
る
。

（
３
）
　
『
全
集
』
注
に
引
く
と
こ
ろ
の
作
者
自
身
が
編
纂
し
た
『
古
小

　
　
　
説
鈎
沈
』
に
引
く
背
不
一
『
列
異
伝
』
に
も
「
妻
後
生
男
、
名
赤

　
　
　
鼻
」
と
あ
り
、
劉
向
『
孝
子
伝
』
（
『
太
平
御
覧
』
巻
三
四
三
所

　
　
　
引
）
に
も
「
眉
間
赤
名
赤
鼻
」
と
あ
る
。
干
宝
『
捜
神
記
』
で

　
　
　
は
「
莫
邪
子
名
赤
」
と
の
み
で
あ
る
が
。
ま
た
、
魯
迅
日
記
一

　
　
　
九
一
一
七
年
四
月
三
日
の
条
に
「
作
『
眉
間
赤
』
詑
」
と
あ
る
。

　
　
　
日
記
の
日
付
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
４
）
　
志
賀
直
哉
へ
の
直
接
の
言
及
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
山
田
敬
三

　
　
　
『
魯
迅
の
世
界
』
〔
大
修
館
書
店
一
九
ヒ
七
〕
　
一
九
七
頁
「
魯
迅

　
　
　
と
『
白
樺
派
』
の
作
家
た
ち
」
な
ど
。
魯
迅
は
皮
門
で
『
壁
下

　
　
　
訳
叢
』
に
収
め
ら
れ
る
武
者
小
路
実
篤
『
凡
有
芸
術
品
』
『
文

　
　
　
学
者
的
一
生
』
、
有
島
武
郎
『
以
生
命
写
成
的
文
章
』
等
の
散

　
　
　
文
を
訳
し
て
い
る
。

（
５
）
　
銭
理
群
『
心
霊
的
探
尋
』
（
河
北
教
育
出
版
社
二
〇
〇
〇
年
版
）

　
　
　
は
、
こ
の
部
分
を
引
い
て
（
一
五
六
頁
）
「
こ
の
剣
は
、
じ
つ

　
　
　
に
魯
迅
の
化
身
で
あ
」
り
、
フ
水
”
と
。
火
”
と
い
う
両
極
端
、

　
　
　
最
も
相
容
れ
な
い
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
（
意
象
）
が
、
魯
迅
の
筆

　
　
　
の
下
で
統
一
さ
れ
、
〃
冷
”
と
Ｊ
四
Ｉ
と
い
う
両
極
端
、
最
も

　
　
　
相
容
れ
な
い
一
言
の
感
情
が
魯
迅
の
一
身
に
交
錯
し
て
い
る
」

　
　
　
例
と
し
て
い
る
。
「
魯
迅
論
」
と
し
て
は
と
も
か
く
、
「
鋳
剣

　
　
　
論
」
と
し
て
は
、
や
や
無
理
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
魯
迅
の
創
作



　
　
　
に
お
け
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
垂
要
性
、
特
に
色
彩
の
意
味
を
強

　
　
　
調
す
る
銭
氏
の
指
摘
（
～
三
七
頁
～
）
は
、
参
考
に
な
る
。

（
６
）
　
『
楚
辞
・
魚
父
』
「
安
能
以
身
之
察
察
、
受
物
之
浪
浪
者
乎
（
何

　
　
　
故
に
潔
白
の
身
の
上
に
、
汚
濁
の
衣
冠
を
着
け
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
　
か
）
」
。
波
浪
は
、
王
逸
注
に
「
蒙
垢
塵
」
、
『
史
記
・
屈
原
伝
』

　
　
　
索
隠
に
「
浪
浪
者
、
音
閔
。
浪
浪
猶
昏
暗
也
。
」
音
は
ヨ
回
に

　
　
　
「
謨
奔
切
、
平
、
魂
韻
」
（
『
集
韻
』
）
な
の
で
「
も
ん
も
ん
」

　
　
　
（
竹
内
氏
訳
）
　
の
ほ
う
が
よ
い
の
だ
ろ
う
　
（
た
だ
し
現
代
音
は

　
　
　
だ
の
コ
に
）
。

（
７
）
　
以
上
、
男
と
眉
間
尺
の
首
が
唄
う
歌
の
意
味
は
魯
迅
自
身
が

　
　
　
「
変
挺
な
人
間
と
首
が
歌
ふ
も
の
で
す
か
ら
我
々
の
様
な
普
通

　
　
　
な
人
間
に
は
解
り
兼
る
は
づ
で
す
」
（
前
出
増
田
渉
宛
書
信
）

　
　
　
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
厳
密
な
解
釈
は
必
要
な
く
、
と
り

　
　
　
あ
え
ず
「
変
挺
な
」
あ
る
い
は
不
気
味
な
歌
、
と
し
て
読
め
ば

　
　
　
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
贅
言
を
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
萌
は
音
ヨ
呂
叫
に
。
民
衆
の
意
、
眠
に
通
ず
。
『
墨
子
・
尚

　
　
　
賢
上
』
「
国
中
之
衆
、
四
鄙
之
萌
人
聞
之
、
皆
競
為
義
。
」
『
韓

　
　
　
非
子
・
初
見
泰
』
「
彼
（
趙
）
固
亡
国
之
形
也
、
而
不
憂
民

　
　
　
萌
。
」
『
戦
国
策
・
泰
一
』
萌
作
峨
。
『
韓
非
子
・
八
姦
』
「
凡
人

　
　
　
臣
之
所
道
成
姦
者
八
術
一
一
日
…
…
五
日
民
萌
、
何
謂
民
萌
？

　
　
　
日
一
為
人
臣
者
散
公
財
以
説
民
人
、
行
小
恵
以
取
百
姓
、
使
朝

　
　
　
廷
市
井
皆
勧
誉
己
、
以
塞
其
主
而
成
其
所
欲
、
此
之
謂
民
萌
。
」

　
　
　
あ
る
い
は
無
知
の
貌
、
虻
に
通
ず
。
『
漢
書
三
六
・
楚
元
王
伝
』

　
　
　
附
劉
向
『
諌
菅
昌
陵
疏
』
「
民
萌
何
以
勧
勉
？
」
注
「
萌
与
虻

　
　
　
同
、
無
知
之
貌
。
」
い
ず
れ
に
し
ろ
、
愚
か
な
民
で
あ
る
。

　
　
　
　
冥
行
は
暗
闇
を
行
く
こ
と
。
揚
雄
『
法
言
・
修
身
』
「
樋
埴

索
塗
、
冥
行
而
已
矣
」
李
軌
注
「
埴
、
上
也
。
盲
人
以
杖
樋
地

而
求
道
、
雖
用
白
目
、
無
異
夜
行
ご
の
ち
に
「
冥
行
樋
埴
」

の
四
字
熟
語
で
用
い
ら
れ
る
。

　
壷
盧
は
胡
戚
の
当
て
字
で
、
笑
う
意
。

　
頭
順
は
胴
体
を
離
れ
た
頭
。
『
戦
国
策
・
泰
四
』
「
本
国
残
、

社
稜
壊
、
宗
廟
梁
、
刳
腹
折
噸
、
首
身
分
離
、
暴
骨
草
沢
、
頭

顔
似
朴
、
相
望
於
境
。
」
『
三
国
志
・
魏
・
公
孫
坦
伝
』
注
引

『
漢
晋
春
秋
・
袁
紹
与
垠
書
』
「
孤
之
師
旅
、
不
勝
其
忿
、
遂
至

積
戸
為
京
、
頭
順
満
野
」

　
一
夫
は
、
木
山
氏
注
に
言
う
よ
う
に
独
裁
者
・
暴
君
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
前
の
第
二
節
の
歌
に
「
夥
願
連
回
付
多
少
一
夫

（
げ
に
連
綿
と
エ
イ
ー
夫
世
に
尽
き
ず
一
木
山
氏
訳
）
」
「
一
夫

則
無
（
一
夫
か
く
て
無
し
）
」
と
呼
応
し
て
、
「
我
用
一
頭
顔
付

無
万
夫
」
は
、
「
わ
た
し
は
た
っ
た
一
つ
の
頭
を
用
い
て
多
く

の
暴
君
を
無
く
す
る
」
の
意
に
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
古
之
臨
民
者
、
一
独
夫
也
一
由
今
之
道
、
且
頓
変
而
為
千
万

無
頼
之
尤
、
民
不
堪
命
矣
、
於
興
国
究
何
９
　
焉
」
（
『
墳
』
「
文

化
偏
至
論
」
第
一
巻
四
六
頁
）
、
と
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
も
あ

る
。

　
さ
ら
に
次
の
歌
の
「
青
其
光
」
は
剣
の
青
い
こ
と
を
い
う
が
、

次
の
「
異
処
異
処
分
堂
哉
皇
、
堂
哉
皇
哉
曖
曖
暗
」
は
、
雌
雄

の
剣
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
所
に
置
か
れ
て
な
お
堂
皇
、
活
き
活
き

堂
々
と
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
下
文
「
嵯
来
帰
来
、
嵯
来
陪

来
分
青
其
光
（
い
ざ
帰
り
な
ん
、
い
ざ
伴
わ
ん
、
そ
の
光
青

し
‥
竹
内
氏
訳
）
」
は
、
雌
雄
の
剣
が
揃
っ
て
ど
こ
か
互
い
に

睦
み
合
え
る
場
所
へ
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
解
釈
し
た
ほ
う



　
　
　
が
「
三
番
目
の
歌
は
実
に
立
派
な
、
壮
大
な
も
の
で
す
が
、
し

　
　
　
か
し
『
堂
哉
皇
哉
曖
曖
晴
』
の
な
か
の
『
曖
曖
暗
』
は
淫
狼
な

　
　
　
小
曲
に
使
ふ
こ
え
で
す
」
と
い
う
作
者
自
身
の
言
（
上
述
増
田

　
　
　
渉
宛
信
）
や
、
「
復
讐
の
情
熱
自
体
が
、
一
種
の
性
愛
に
ま
で

　
　
　
昂
揚
す
る
か
の
お
も
む
き
を
呈
し
て
い
る
」
す
な
わ
ち
暴
力
と

　
　
　
エ
ロ
ス
の
関
係
を
示
唆
す
る
木
山
氏
の
訳
注
も
生
き
て
こ
よ
う
。

　
　
　
こ
の
部
分
を
歌
う
の
は
眉
間
尺
の
頭
で
そ
の
胴
体
は
す
で
に
狼

　
　
　
に
食
べ
ら
れ
て
お
り
、
上
に
引
い
た
戦
国
策
や
三
国
志
注
の
用

　
　
　
例
よ
う
な
「
身
首
異
地
」
と
い
う
に
は
些
か
そ
ぐ
わ
な
い
感
が

　
　
　
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
　
一
月
半
ば
に
広
州
に
移
っ
て
か
ら
、
魯
迅
は
講
演
の
た
め
の
原

　
　
　
稿
以
外
あ
ま
り
文
章
を
書
い
て
い
な
い
。
書
信
集
に
も
忙
し
さ

　
　
　
を
嘆
く
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
三
月
十
五
日
付
李

　
　
　
両
野
宛
「
…
…
住
在
校
内
、
是
不
行
的
、
従
早
十
点
至
夜
十
点
、

　
　
　
都
有
人
来
枚
。
我
想
搬
出
去
、
晩
上
不
見
客
、
或
者
可
以
看
点

　
　
　
書
及
作
文
。
」
ま
た
、
四
月
九
口
台
静
農
宛
「
眉
間
尺
」
の
原

　
　
　
稿
に
つ
い
て
述
べ
た
後
「
此
後
只
要
有
暇
、
当
或
訳
或
作
」
と

　
　
　
あ
る
。

（
９
）
　
以
下
『
全
集
』
第
一
巻
の
原
文
の
頁
を
記
し
て
お
く
と
、
心

　
　
　
声
　
１
　
　
八
三
頁
、
新
し
き
声
二
八
五
頁
、
人
心
を
：
∴
六
五
頁
、

　
　
　
要
す
る
に
…
…
‥
」
八
八
頁
、
邪
な
き
…
…
一
Ｉ
八
八
頁
、
バ
イ
ロ

　
　
　
ン
…
…
‥
七
三
頁
、
上
は
力
で
…
…
七
八
頁
、
海
賊
の
心
を

　
　
　
…
…
一
七
九
頁
、
た
だ
ゴ
ー
ゴ
リ
は
…
…
一
八
七
頁
。
訳
文
は

　
　
　
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
第
一
巻
、
北
岡
正
子
訳
に
よ
る
。
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