
に
お
け
る
草
薙
剣
に
関
す
る
伝
承
に
つ
い
て
　
－
　
と
は
ず
が
た
り
と
熱
田
大

明
神
御
託
伝
百
録
を
通
し
て
I
L
　
（
『
国
文
研
究
』
一
九
七
三
年
）
が
あ

る。

（
八
）
次
田
香
澄
氏
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
日
本
古
典
全
書
）
に
、
作
者
の
宗
教

的
動
機
と
説
話
の
愛
好
、
又
新
し
い
出
来
事
ま
で
説
話
化
し
て
流
布
す
る
中

世
的
傾
向
の
指
摘
が
あ
る
。

（
九
）
山
田
昭
全
氏
の
「
柿
本
人
麿
供
の
成
立
と
展
開
　
－
　
仏
教
と
文
学
と
の
接

触
に
視
点
を
置
い
て
I
L
　
（
『
大
正
大
学
研
究
記
要
』
五
一
一
九
六
六

年
）
、
最
近
で
は
佐
々
木
孝
治
氏
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
人
麿
影
供
　
－

二
条
の
血
統
意
識
と
六
条
有
房
の
通
光
影
供
を
め
く
っ
て
　
－
　
」
　
（
『
国
語

と
国
文
学
』
七
〇
巻
第
七
号
一
九
九
三
年
）
　
が
あ
る
。

（
一
〇
）
父
は
往
生
を
確
認
す
る
近
親
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
巫
者
的

印
象
が
強
く
、
⑮
の
翁
に
類
似
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
折
口
信
夫
氏
の

説
く
神
仏
と
の
仲
介
的
役
割
を
果
た
す
翁
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

（
十
一
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
一
下
所
収
。
猫
、
本
作
品
と
『
増
鏡
』
の

菖
承
背
景
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
松
本
氏
の
説
を
初
め
と
し
、
宮
内
三
二
郎

氏
『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
　
（
明
治
書
院
）
、
最
近
で
は

竹
本
源
吾
氏
「
『
増
鏡
』
の
作
者
に
つ
い
て
の
考
証
　
－
　
『
と
は
ず
が
た
り
』

I
後
深
革
院
二
条
と
の
か
か
わ
り
」
　
（
『
く
ん
し
ょ
』
二
十
二
号
一
九

九
三
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
十
二
）
杉
岡
津
岐
子
氏
「
中
世
の
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る
夢
　
－
　
『
と
は
ず

が
た
り
』
を
中
心
に
I
L
　
（
『
イ
マ
ー
ゴ
』
一
九
九
一
年
十
一
月
臨
時
創

刊
号
）
及
び
、
日
本
文
学
古
典
大
系
『
と
は
す
が
た
り
　
た
ま
き
は
る
』

三
　
二

（
一
九
九
四
年
）

（
十
三
）
　
『
群
書
類
従
』
神
祇
部
所
収
。
熊
野
神
道
と
も
い
う
べ
き
雑
多
な
祭
神

の
縁
起
を
説
く
。

（
十
四
）
　
『
保
元
物
語
』
上
「
法
皇
熊
野
御
参
詣
井
衝
だ
く
せ
ん
の
事
」
、
『
古

今
薯
文
集
』
十
一
「
侍
従
大
納
言
成
通
の
鞠
は
凡
夫
の
業
に
非
ざ
る
事
」
　
の

例
。
ま
た
阿
部
氏
の
前
掲
論
文
に
『
三
国
伝
記
』
　
「
高
光
少
将
遁
世
往
生
事
」

の
指
摘
も
あ
る
。

（
十
五
）
　
『
群
書
類
従
』
紀
行
部
所
収

（
十
六
）
　
『
神
道
大
系
』
　
「
熊
野
三
山
」
所
収

（
十
七
）
石
岡

（
十
八
）
　
『
百
錬
抄
』
　
『
五
代
帝
王
物
語
』
　
『
一
代
要
記
』
　
『
縞
牢
記
』
等
に
見

る
、
後
嵯
峨
院
三
度
、
亀
山
院
一
度
に
至
る
ま
で
皇
室
の
御
幸
は
、
数
百
度

に
及
ぶ
。
猶
、
亀
山
院
の
弘
安
四
年
を
以
て
、
御
幸
は
最
後
と
な
る
。

（
ふ
じ
い
・
き
み
　
尾
道
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
論

－
　
老
婆
の
勝
利
で
終
わ
る
物
語
　
－

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
は
大
五
四
年
十
一
月
『
帝
国
文
学
』
に
発
表

さ
れ
て
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
幅
広
い
読
者
層
を
も
つ
日
本
の
国
民
文
学
的

な
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
分
作
品
研
究
も
盛
ん
に
な
さ
れ
、
現
在
ま
で

書
か
れ
た
「
羅
生
門
」
に
関
す
る
研
究
論
文
は
三
百
編
近
く
に
も
な
っ
て
い

る
。
「
羅
生
門
」
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
際
、
最
も
重
要
で
至
難
な
作
業
は

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
数
の
先
行
研
究
を
整
理
し
、
自
分
な
り
に
理
解
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

「
羅
生
門
」
は
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
十
五
・
六
枚
程
度
の
短
い
短
篇

で
あ
り
、
実
際
書
か
れ
て
い
る
作
品
内
の
経
過
時
間
も
一
時
間
に
も
な
ら
な

い
短
時
間
で
あ
り
、
登
場
人
物
も
主
人
公
の
下
人
と
老
婆
の
二
人
し
か
い
な

い
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
構
造
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
構
造
の
中
で

の
唯
一
の
事
件
、
つ
ま
り
羅
生
門
の
桜
の
上
で
下
人
と
老
婆
の
閲
に
起
き
た

出
来
事
を
中
心
に
現
在
ま
で
数
多
く
の
「
羅
生
門
」
論
が
書
か
れ
て
き
た
。

許
　
　
南
　
薫

そ
の
諭
の
殆
ど
は
、
主
人
公
の
下
人
の
心
理
の
変
化
や
変
貌
し
て
い
く
下
人

の
様
子
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
作
品
を
読
ん
で
い
る
の
か
実
状
で
あ
る
。
テ
キ

ス
ト
の
言
説
の
多
く
の
部
分
が
下
人
の
心
理
の
説
明
に
割
り
当
て
ら
れ
、
語

り
手
の
視
点
も
殆
ど
下
人
の
側
を
離
れ
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
み
る
と
、
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
の
下
人
以
外
の
唯
一
の
登
場
人
物
で
あ
る

老
婆
の
存
在
は
無
視
さ
れ
て
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん

殆
ど
す
べ
て
の
諭
が
、
老
婆
の
弁
解
の
部
分
も
重
点
的
に
分
析
し
、
そ
こ
か

ら
下
人
が
何
を
読
み
取
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
下
人
側
か
ら
考
え
た
老
婆
の
弁
解
の
論
理
で
あ
っ

て
、
老
婆
の
人
格
や
老
婆
の
身
の
上
の
変
化
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
論
は
、

さ
ほ
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
羅
生
門
の
桜
の

上
で
の
出
来
事
を
、
老
婆
を
中
心
に
老
婆
側
に
寄
り
添
っ
た
視
点
を
も
っ
て

読
ん
で
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
羅
生
門
」
の
読
み
に
若
干
の
疑
問
を
提
示

し
て
み
よ
う
と
す
る
の
か
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論

三
　
三



一
、
老
婆
と
下
人
の
遭
遇

羅
生
門
の
下
ま
で
辿
り
着
い
た
下
人
が
、
明
日
か
ら
「
盗
人
に
な
る
」
か

「
餓
死
を
す
る
」
か
と
い
う
二
者
択
一
の
岐
路
に
立
っ
て
遽
巡
し
て
い
る
と

い
う
設
定
か
ら
物
語
は
動
き
始
め
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
設
定
に
は
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
実
際
下
人
の
胸
中
は
そ
う
で
は
な
い
。
語
り
手
も
「
ど
う

に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
す
る
為
に
は
、
手
段
を
選
ん
で
ゐ
る
達
は

な
い
」
　
「
手
段
を
選
ば
な
い
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
」
と
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
、
明
日
の
行
為
に
つ
い
て
は
も
う
「
盗
人
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
に

決
め
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
勇
気
を
出
せ
ず
に
途
巡
し
て

い
る
理
由
は
お
そ
ら
く
《
下
人
は
す
で
に
選
ぶ
べ
き
方
向
を
決
定
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
巡
は
飢
餓
状
態
の
内
実
が
ま
だ
法
の
規
制
を
破
る
ま

で
に
飽
和
し
て
い
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
》
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
下
人
が
、
「
雨
風
の
恵
の
な
い
、
人
目
に
か
ゝ
る
憬
れ
の
な
い
、
一

晩
楽
に
ね
ら
れ
そ
う
な
所
」
を
目
指
し
て
羅
生
門
の
桜
の
上
に
上
が
る
こ
と

に
よ
っ
て
下
人
と
老
婆
の
出
会
い
が
始
ま
る
。

下
人
は
、
始
め
か
ら
、
こ
の
上
に
ゐ
る
者
は
、
死
人
ば
か
り
だ
と
高

を
括
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
、
梯
子
を
二
三
段
上
っ
て
見
る
と
、
上
で
は

誰
か
火
を
と
ぽ
し
て
、
し
か
も
奇
跡
言
同
州
葛
輿
掴
朋
嫡
出
判
別
ロ
コ
引
u
ゐ
」
割

引
u
同
。
こ
れ
は
、
そ
の
濁
っ
た
、
黄
い
ろ
い
光
が
、
隅
々
に
蜘
蛛
の

巣
を
か
け
た
天
井
裏
に
揺
れ
な
が
ら
映
っ
た
の
で
、
す
く
に
そ
れ
と
知

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も

し
て
ゐ
る
か
ら
は
、
ど
う
せ
唯
の
者
で
は
な
い
。
（
傍
線
引
周
者
、
以

三
　
四

下
同
じ
）

こ
の
時
老
婆
は
、
松
の
木
片
に
火
を
灯
し
て
自
分
の
仕
事
（
生
業
）
を
始

め
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
杉
本
優
氏
の
指
摘
通
り
《
最
も
安

全
な
活
動
条
件
》
の
中
で
仕
事
を
始
め
よ
う
と
「
そ
の
火
を
其
処
此
処
と
動

か
し
」
な
が
ら
、
一
番
い
い
条
件
の
死
体
を
物
色
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た

と
解
釈
す
る
の
か
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
老
婆
は
、
下
人
の
視
野
に
「
ご

ろ
ご
ろ
床
の
上
に
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
」
他
の
死
骸
と
は
違
う
存
在
、
つ
ま
り

「
其
の
死
骸
の
中
に
跨
っ
て
ゐ
る
大
間
」
と
し
て
初
め
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ

の
最
初
の
発
見
か
ら
下
人
が
「
い
き
な
り
、
梯
子
か
ら
上
へ
飛
上
が
っ
た
」

時
ま
で
の
、
老
婆
の
行
為
に
関
す
る
記
述
は
次
の
二
箇
所
で
あ
る
。

・
そ
の
老
婆
は
、
右
の
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の
木
切
れ
を
持
っ
て
、
寺

側
殉
鷺
洲
工
閣
別
詞
割
引
封
討
当
別
凪
的
樹
寸
劇
が
。
髪
の
毛
の
長

い
所
を
見
る
と
、
多
分
女
の
死
骸
で
あ
ら
う
。

・
す
る
と
老
婆
は
、
松
の
木
片
を
、
床
板
の
間
に
挿
し
て
、
そ
れ
か
ら
、

令
対
せ
軸
樹
で
凶
相
死
骸
の
首
に
両
手
を
か
け
る
と
、
丁
度
、
猿
の
親

が
猿
の
子
の
乱
を
と
る
や
う
に
、
そ
の
長
い
髪
の
毛
を
一
本
づ
ゝ
抜
き

は
じ
め
た
。
髪
は
手
に
従
っ
て
抜
け
る
ら
し
い
。

木
村
一
億
氏
が
、
も
し
も
老
婆
が
梯
子
を
上
が
っ
て
く
る
下
人
に
気
付
い

た
ら
、
《
や
は
り
驚
愕
と
恐
怖
と
に
老
婆
も
襲
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
》
と
指
摘

し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
老
婆
の
行
動
に
関
す
る
描
写
か
ら
は
、
非
常
に

落
ち
着
い
て
安
定
し
て
い
る
老
婆
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
原
話
の
『
今
昔

物
語
集
』
巻
二
十
九
の
「
羅
生
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
第
十
八
」
で
は
、

盗
人
が
楼
上
を
覗
ざ
込
ん
だ
時
に
は
す
で
に
老
婆
が
死
骸
の
髪
の
毛
を
扱
い

て
い
た
。
し
か
し
「
羅
生
門
」
の
下
人
は
、
老
婆
に
よ
る
死
骸
の
物
色
過
程

（
「
そ
の
火
を
、
其
処
此
処
と
動
か
し
て
ゐ
る
」
）
か
ら
始
ま
っ
て
、
若
干

の
躊
躇
い
の
過
程
（
「
覗
き
こ
む
や
う
に
眺
め
て
ゐ
た
」
　
「
今
ま
で
眺
め
て

ゐ
た
」
）
を
経
て
、
実
行
に
移
す
す
べ
て
の
過
程
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
躊
躇
い
の
段
階
は
、
後
の
老
婆
の
弁
解
の
論
理
の
一
つ
で
あ
る
「
そ
の
仕

方
が
な
い
事
を
、
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
、
大
方
わ
し
の
す
る
事
も
大

目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。
」
と
い
う
論
理
に
正
当
性
を
付
与
す
る
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
ま
た
周
知
の
通
り
原
話
で
は
そ
の
女
は
、
老
婆
が
「
主
に

て
御
ま
し
つ
る
」
　
「
若
き
女
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
平
安
京
第
一
の
門
で

あ
る
羅
生
門
が
死
体
捨
て
場
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
世
紀
末
的
な
時
代
設
定

に
加
え
て
、
堅
く
守
ら
れ
る
べ
き
身
分
関
係
も
崩
壊
さ
れ
、
人
々
の
矯
神
文

化
も
同
様
に
荒
廃
化
し
乾
燥
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

「
羅
生
門
」
で
は
、
「
多
分
女
の
死
骸
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
片

付
け
ら
れ
て
い
る
。
年
齢
、
身
分
な
ど
の
限
定
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
の
代

わ
り
、
同
じ
く
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
一
の
「
太
刀
帯
陣
売
魚
堰
語
第
二

十
二
の
話
を
引
屈
し
て
、
そ
の
話
の
主
人
公
が
死
ん
で
運
ば
れ
て
い
る
と

い
う
設
定
に
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
。
作
品
の
後
半
に
登
場
す
る
老
婆
の
弁

解
の
論
理
を
裏
付
け
る
た
め
に
は
、
年
齢
や
身
分
な
ど
の
問
題
よ
り
は
、
そ

の
女
が
か
つ
て
は
老
婆
の
よ
う
な
悪
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
っ

た
た
め
の
設
定
変
更
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
老
婆
の
仕
事
の
一
連

の
サ
イ
ク
ル
を
全
部
見
せ
て
い
る
語
り
手
の
意
図
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
老

婆
の
行
為
の
実
行
は
、
「
火
を
と
も
し
た
松
の
木
片
」
が
必
要
に
な
る
ほ
ど

暗
く
な
っ
た
時
点
に
な
っ
て
か
ら
行
な
わ
れ
る
。
老
婆
に
は
、
自
分
の
行
為

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論

が
明
る
い
昼
間
に
堂
々
と
や
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
最
小
限
の
罪
の
意

識
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
世
紀
末
的
な
時
代
を
柔
軟
に
生
き
抜

く
た
め
の
秘
訣
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
老
婆
と
下
人
の
対
決

予
期
せ
ぬ
下
人
の
出
現
に
驚
い
た
老
婆
は
反
射
的
な
反
応
と
し
て
逃
げ
よ

う
と
す
る
。
し
か
し
結
局
下
人
の
力
に
は
勝
て
ず
、
下
人
の
前
に
ね
じ
倒
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
の
老
婆
の
驚
き
ぶ
り
を
見
る
と
、
下
人
が
最
初
に
老

婆
を
視
野
の
中
に
入
れ
た
時
の
驚
き
ぶ
り
と
は
少
し
違
う
と
い
う
こ
と
が
発

見
で
き
る
。
下
人
が
老
婆
を
目
に
し
た
時
の
彼
の
行
動
は
、
殆
ど
ヒ
ス
テ
リ

ー
反
応
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
下
人
が
老
婆
を
目
に
し
た
時
彼
は
、
「
も

う
鼻
を
掩
ふ
事
を
忘
れ
て
」
　
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ

れ
て
、
暫
時
は
呼
吸
を
す
る
の
さ
へ
忘
れ
て
」
　
「
頭
身
の
毛
も
太
る
や
う
に

感
じ
」
る
ほ
ど
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
原
話
の
「
此
れ
は
若
し
鬼

に
や
有
ら
む
」
と
同
じ
よ
う
な
性
質
の
恐
怖
感
に
襲
わ
れ
て
、
心
身
と
も
麻

痺
し
、
動
け
な
く
な
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
老
婆
は
全
然

予
想
で
き
な
か
っ
た
突
発
の
事
態
の
た
め
、
「
ま
る
で
石
弓
に
で
も
は
じ
か

れ
た
や
う
に
、
飛
び
上
が
っ
た
」
も
の
の
、
す
く
「
逃
げ
よ
う
と
L
 
L
「
そ

れ
で
も
下
人
を
つ
き
の
け
て
行
か
う
と
L
 
L
、
「
し
ば
ら
く
、
無
言
の
ま
ま
、

つ
か
み
合
」
う
過
程
を
経
て
い
る
。
結
局
下
人
の
力
に
は
勝
て
ず
、
下
人
の

前
に
ね
じ
倒
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
最
大
限
の
抵
抗
の
行
為

を
見
せ
て
い
る
。
下
人
に
と
っ
て
老
婆
は
い
わ
ば
世
紀
末
的
な
時
代
状
況
を

三
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生
き
る
人
間
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
恐

怖
の
場
面
に
出
会
っ
た
時
、
下
人
が
恐
怖
の
た
め
に
動
き
も
と
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
老
婆
は
あ
く
ま
で
も
（
生
き
る
）
た
め
の
本
能
的

な
抵
抗
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
極
限
状
況
で
あ
っ
て
も
、
人
間
は
生

き
る
た
め
の
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
世
の
中
を
生
き
ぬ
い

て
い
く
た
め
の
（
生
の
論
理
）
を
下
人
に
見
せ
て
い
る
暗
示
の
部
分
だ
と
読

み
た
い
。
こ
の
時
す
で
に
、
羅
生
門
の
下
で
の
下
人
の
遽
巡
の
原
因
は
解
除

さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
感
情
的
で
性
急
な
青
年

の
下
人
に
、
こ
の
こ
と
に
気
付
く
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

下
人
に
と
っ
て
は
特
殊
な
状
況
で
あ
る
「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門

の
上
」
で
あ
っ
て
も
、
老
婆
に
と
っ
て
は
最
も
落
ち
着
い
て
仕
事
の
出
来
る

安
定
し
た
状
況
に
突
然
侵
入
者
が
現
わ
れ
た
時
、
老
婆
は
瞬
間
的
に
命
の
危

機
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
目
の
前
に
太
刀
の
鋼
の
色
を
突
き
付
け
ら

れ
た
時
の
恐
怖
は
頂
点
に
達
し
て
い
た
雷
で
あ
る
。
こ
の
時
、
老
婆
は
一
瞬

死
を
覚
悟
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

下
人
は
、
老
婆
を
つ
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀
の
鞘
を
払
っ
て
、

白
い
鋼
の
色
を
そ
の
眼
の
前
へ
つ
き
つ
け
た
。
け
れ
ど
も
、
老
婆
は
黙

っ
て
ゐ
る
。
両
手
を
わ
な
わ
な
ふ
る
は
ぜ
て
、
肩
で
息
を
切
り
な
が
ら
、

眼
を
、
眼
球
が
瞼
の
外
へ
出
さ
う
に
な
る
種
、
見
開
い
て
、
顎
や
引

出
執
拗
く
黙
っ
て
ゐ
る
。

最
初
に
羅
生
門
の
桜
の
上
を
覗
き
込
ん
だ
時
、
下
人
が
発
見
し
た
死
骸
が

み
ん
な
「
永
久
に
唖
d
矧
ぐ
劇
づ
寸
制
矧
」
よ
う
に
、
下
人
の
力
の
前
に
ね

じ
倒
さ
れ
た
老
婆
も
同
様
「
唖
の
や
う
に
執
拗
く
黙
っ
て
間
引
」
の
で
あ
る
。

三
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こ
の
時
の
下
人
の
前
に
ね
じ
倒
さ
れ
て
い
る
老
婆
は
死
骸
同
様
の
無
気
力
な

存
在
に
な
っ
て
い
る
。
老
婆
は
最
大
の
危
機
を
む
か
え
て
い
る
と
い
え
る
。

老
婆
は
一
度
は
死
を
覚
悟
す
る
ほ
ど
の
極
限
の
状
況
に
ま
で
追
い
詰
め
ら

れ
る
も
の
の
、
下
人
の
憎
悪
の
心
が
冷
め
て
「
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
」
の

た
め
「
聾
を
柔
げ
て
」
い
る
様
子
か
ら
、
素
早
く
柏
手
の
変
貌
を
感
じ
取
る
。

特
に
下
人
が
「
お
れ
ば
検
非
違
使
の
厩
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
」
と
ま
で
言

っ
た
時
に
は
、
も
う
死
の
恐
怖
か
ら
は
逃
れ
て
「
鋭
い
眼
で
」
　
「
ぢ
つ
と
そ

の
下
人
の
顔
を
見
守
」
る
ほ
ど
の
余
裕
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ

キ
ス
ト
か
ら
も
老
婆
の
命
が
危
な
い
と
い
う
状
況
、
つ
ま
り
「
眼
の
前
に
太

刀
の
鋼
の
色
を
突
き
付
け
ら
れ
た
」
非
常
事
態
は
も
う
解
除
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
す
で
に
太
刀
の
鋼
は
下
人
の
鞘
へ
と
消
え
て
い
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

高
橋
陽
子
氏
に
、
《
こ
の
下
人
は
極
め
て
知
的
で
あ
る
。
彼
は
、
死
人
／

老
婆
の
関
係
が
、
老
婆
／
下
人
の
関
係
と
相
同
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
》
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
老
婆
は
下
人
よ
り
も
っ
と
知
的
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
老
婆
の
（
知
）
な
る
も
の
は
、
極
限
状
況
を
生
き
て
い
く
内
に
体

得
し
た
一
つ
の
知
恵
で
あ
り
、
老
猶
さ
で
あ
り
、
し
た
た
か
さ
で
あ
り
、
ど

ん
な
状
況
に
も
対
応
出
来
る
よ
う
な
柔
軟
さ
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
老
婆
の

（
生
の
論
理
）
で
あ
る
。
こ
の
間
題
を
羅
生
門
の
外
の
世
界
ま
で
拡
大
す
る

と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
世
紀
末
的
世
界
を
生
き
抜
く
た
め
の
（
生
の
論
理
）
に

な
る
訳
で
あ
る
。
四
・
五
日
前
ま
で
は
、
た
だ
主
人
に
従
順
さ
え
ず
れ
ば
何

の
生
の
脅
威
も
な
か
っ
た
世
界
に
い
た
下
人
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
先

に
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
な
の
で
あ
る
。
盗
人
に
な
る
か
飢
死
を

す
る
か
の
二
項
対
立
の
世
界
し
か
持
っ
て
い
な
い
下
人
に
老
婆
は
行
為
を
も

っ
て
《
第
三
項
と
し
て
の
身
の
処
し
方
を
提
示
》
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
石

割
透
氏
の
指
摘
通
り
《
（
盗
人
）
に
な
る
こ
と
で
も
な
く
、
執
拗
に
生
き
延

び
る
方
法
も
あ
る
こ
と
》
を
こ
の
後
の
老
婆
は
下
人
に
見
せ
よ
う
と
し
て
い

る。
老
婆
に
と
っ
て
一
・
番
大
事
だ
っ
た
の
は
、
自
分
の
命
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
。
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
法
律
に
違
反
し
、
そ
の
法
律
が
支

配
す
る
世
界
で
は
自
分
の
行
為
が
罪
に
な
る
と
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
、

「
お
れ
ば
検
非
違
使
の
厩
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
」
と
い
う
下
人
の
自
己
紹

介
が
あ
る
ま
で
は
、
何
も
言
え
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
相
手
が
「
検
非

違
使
の
厩
の
役
人
」
な
ら
、
自
分
の
命
の
保
証
は
な
く
な
る
。
下
人
の
言
葉

を
聞
い
て
処
刑
や
逮
捕
の
恐
れ
か
ら
開
放
さ
れ
て
か
ら
、
や
っ
と
元
の
自
分

に
も
ど
っ
て
「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
聾
に
せ
う
と

思
う
だ
の
ぢ
や
」
と
答
え
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
下
人
が
自
分
の
平
凡

な
答
え
に
「
失
望
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
前
の
憎
悪
が
、
冷
な
侮
蔑
と
一
し

ょ
に
、
心
の
中
へ
は
い
っ
て
来
た
」
気
色
に
す
ぐ
気
付
く
の
は
勿
論
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
も
う
一
度
訪
れ
る
か
も
知
れ
な
い
危
機
を
回
避
す
る
た

め
に
、
つ
ま
り
一
度
お
さ
め
た
太
刀
が
再
び
目
の
前
に
現
わ
れ
る
状
況
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
長
い
弁
明
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

成
程
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
、
何
ほ
う
悪
い
事
か

も
知
れ
ぬ
。
ぢ
や
が
、
こ
ゝ
に
ゐ
る
死
人
ど
も
は
、
皆
、
そ
の
位
な
事

を
、
さ
れ
て
も
い
ゝ
人
間
ば
か
り
だ
そ
よ
。
現
に
、
わ
し
が
今
髪
を
抜

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論

い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
づ
ゝ
に
切
っ
て
干
し
た
の
を
、

干
魚
だ
と
云
う
て
、
太
刀
帯
の
陣
へ
貫
り
に
往
ん
だ
わ
。
（
中
略
）
わ

し
は
こ
の
女
の
し
た
事
が
悪
い
と
は
思
う
て
ゐ
ぬ
。
せ
ね
は
、
餓
死
に

を
す
る
の
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
し
た
事
で
あ
ろ
。
さ
れ
ば
、
今
又
、

わ
し
の
し
て
ゐ
た
事
も
悪
い
こ
と
と
は
恩
は
ぬ
そ
よ
。
こ
れ
と
て
も
や

は
り
せ
ね
は
、
鱗
死
に
を
す
る
の
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
す
る
事
ぢ
や

わ
い
の
。
ぢ
や
て
、
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
、
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
こ
の

女
は
、
大
方
わ
し
の
す
る
事
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。

老
婆
は
、
大
鰻
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
つ
た
。

老
婆
の
弁
明
は
、
緊
迫
し
た
状
況
で
も
し
心
理
的
に
も
完
全
に
追
い
詰
め

ら
れ
て
い
た
ら
と
て
も
出
そ
う
に
も
な
い
論
理
的
で
辻
複
の
あ
っ
た
弁
解
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
原
話
で
は
、
老
婆
が
盗
人
の
許
し
を
求
め
る
「
助
け
給

へ
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
が
、
「
羅
生
門
」
の
老
婆
は
下
人

の
許
し
を
求
め
て
い
な
い
。
ほ
ぼ
対
等
な
関
係
で
、
下
人
に
自
分
の
行
為
の

正
当
性
な
い
し
は
必
然
性
を
説
明
し
、
ま
る
で
説
教
で
も
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
口
振
り
で
、
対
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
老
婆
の
弁
解
の
部
分
は
、
初
出
で
は
間
接
話
法
に
な
っ
て

い
た
が
、
『
鼻
』
　
（
大
正
七
年
七
月
、
春
陽
堂
）
に
収
録
の
際
に
直
接
話
法

に
変
え
ら
れ
た
。
前
掲
の
論
文
で
杉
本
優
氏
は
、
老
婆
の
弁
解
の
部
分
が

《
直
接
話
法
の
よ
う
な
か
た
ち
に
改
変
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
直
後

の
「
老
婆
は
、
大
体
、
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
つ
た
」
と
い
う
一
文
は
改
め

ら
れ
て
い
な
い
事
実
に
注
目
》
し
て
、
《
作
品
の
論
理
が
改
変
を
許
さ
な
い

の
で
あ
る
。
老
婆
の
お
そ
ら
く
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
弁
明
に
論
理
を
与
え
て

三
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い
る
の
は
ま
ず
語
り
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
世
界
に
即
せ
ば
、
「
冷
然
と
し
て
、

こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
」
下
人
の
思
考
で
あ
る
》
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か

に
「
老
婆
は
、
大
体
、
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
つ
た
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ

て
、
改
変
後
の
文
章
が
完
全
に
直
接
話
法
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

が
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
文
章
の
形
の
上
で
の
外
形
的
な
変
化
よ
り
は
、

老
婆
の
弁
明
の
言
葉
遣
い
が
完
全
に
会
話
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
会
話
体
の
文
章
は
、
読
者
に
臨
場
感
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の

会
話
体
の
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
は
後
景
に
過
ぎ
な
か
っ
た
老
婆
の

存
在
が
物
語
の
前
面
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

三
、
老
婆
の
勝
利

諸
家
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
老
婆
の
弁
解
の
論
理
に
よ
っ
て
下

人
は
勇
気
を
も
つ
こ
と
が
出
来
、
盗
人
に
な
る
決
心
を
固
め
た
と
い
う
こ
と

は
揺
る
が
せ
な
い
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
下
人
が
老
婆
の
論
理
を
自
分

の
論
理
と
し
て
受
け
入
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
老
婆
の
論
理
を
の
り
越
え

て
行
為
へ
と
向
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。

私
論
と
し
て
は
、
下
人
は
老
婆
の
論
理
を
の
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
の
は
勿
論
、
完
全
に
老
婆
の
（
生
の
論
理
）
を
理
解
し
、
自
分
の
も
の
に

す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
た
い
。
老
婆
の
（
生
の
論
理
）
は
、
死

者
の
世
界
（
羅
生
門
の
桜
の
上
）
を
も
支
配
し
て
い
る
人
間
の
論
理
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
に
は
物
語
世
界
を
統
括
し
、
そ
の
世
界
と
読
者
を
積
極
的
に
媒

介
す
る
語
り
手
が
存
在
す
る
。
そ
の
語
り
手
の
説
明
に
よ
る
と
、
当
時
の
京

三
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都
は
日
常
的
な
秩
序
の
破
壊
は
勿
論
の
こ
と
、
最
も
神
聖
視
さ
れ
る
べ
き
の

「
偶
像
や
傭
兵
を
打
砕
い
て
」
　
「
薪
の
料
に
貰
っ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
」
か
ら

推
測
さ
れ
る
人
々
の
精
神
生
活
の
破
壊
と
、
人
々
の
生
死
に
関
わ
る
儀
式
す

ら
も
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
死
体
を
「
築
地
の
下
か
、
道
は
た
の
土
の
上
」

や
「
こ
の
門
の
上
」
な
ど
に
放
置
す
る
と
い
っ
た
、
世
紀
末
的
な
状
況
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
象
徴
的
な
場
と
し
て
の
羅
生
門
の
も
つ
意

味
を
考
え
る
と
、
そ
の
支
配
者
な
る
老
婆
の
論
理
は
、
倫
理
や
善
悪
の
概
念

を
考
え
る
よ
り
生
存
が
ま
ず
優
先
さ
れ
る
世
界
の
論
理
で
あ
る
。
ど
ん
な
極

限
状
況
で
も
人
間
は
生
き
る
た
め
の
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
老
婆
の
（
生
の
論
理
）
は
理
解
出
来
ず
、
た
だ
老
婆
の
弁
解
か
ら
ど
う
し

よ
う
も
な
い
場
合
に
行
な
わ
れ
る
（
悪
）
は
許
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
論
理

だ
け
を
受
け
取
っ
て
門
の
外
へ
出
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
で
は
、
己
が
引
刺

を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
鮭
な
の

だ
」
と
い
っ
て
、
「
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
悪
の

恍
惚
感
》
だ
け
を
味
わ
っ
て
闇
の
中
へ
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
軽
薄
で
感
情

的
な
行
動
が
こ
れ
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
も
し
下
人
が
老
婆
の
論
理
の
真
の

意
味
に
気
付
い
て
い
た
ら
、
原
話
の
盗
人
の
よ
う
に
「
死
人
の
著
た
る
衣
と

姫
の
著
た
る
衣
と
抜
取
て
あ
る
髪
と
を
奪
取
て
」
か
ら
消
え
て
い
く
べ
き
た

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
老
婆
の
（
生
の
論
理
）
よ
り
ど
う
し
よ
う
も
な
い
場

合
に
行
わ
れ
る
（
悪
）
は
許
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
論
理
の
方
が
生
命
力
が

短
い
筈
で
あ
る
。
や
が
て
下
人
は
、
強
盗
に
失
敗
し
て
「
こ
の
門
の
上
へ
持

っ
て
来
て
、
犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
」
境
遇
に
な
る
か
も
知
れ
な

（^）い。

し
か
し
、
下
人
が
ど
の
よ
う
な
論
理
を
得
て
、
こ
れ
か
ら
何
者
に
な
ろ
う

が
、
老
婆
に
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
老
婆
の
最
初
の
目
的
、

っ
ま
り
命
だ
け
助
け
ら
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
目
的
は
見
事
に
達
成
で
き
た
の

で
あ
る
。
老
婆
は
何
の
被
害
も
受
け
て
い
な
い
。
本
当
に
下
人
に
必
要
だ
っ

た
の
は
老
婆
の
弁
解
に
込
め
ら
れ
た
単
純
な
論
理
で
は
な
く
、
そ
の
論
理
を

展
開
す
る
老
婆
の
行
為
の
意
味
、
つ
ま
り
老
婆
の
（
生
の
論
理
）
の
方
た
っ

た
の
で
あ
る
。
羅
生
門
の
桜
の
上
で
の
出
来
事
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、

（
下
人
の
未
熟
な
生
へ
の
ス
タ
ー
ト
）
と
（
老
婆
の
無
事
）
と
い
う
、
完
全

な
老
婆
の
勝
利
の
形
で
、
そ
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

最
後
の
部
分
の
語
り
手
の
視
線
が
、
急
変
し
て
老
婆
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま

の
形
で
物
語
が
終
わ
っ
て
い
る
の
は
と
て
も
意
味
深
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
暫
死
ん
だ
や
う
に
倒
れ
て
ゐ
た
老
婆
が
、
死
骸
の
中
か
ら
、
そ
の
裸
の
髄

を
週
茜
、
五
九
別
封
間
引
測
引
例
割
で
割
引
」
と
い
っ
て
、
老
婆
の

健
在
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
語
り
手
の
言
説
に
注
目
し
た
い
。
老
婆
に
代
表

さ
れ
る
世
界
（
環
境
）
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今
ま
で
物
語
の
中
心
的

存
在
で
あ
っ
た
下
人
は
「
黒
滴
々
た
る
闇
」
の
中
に
放
遂
さ
れ
、
語
り
手
の

視
野
の
中
に
は
も
う
い
な
い
。
下
人
は
真
の
意
味
で
の
（
境
界
線
）
を
突
破

し
て
一
人
前
の
男
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
失
敗
し
た
。
そ
れ
を
読
者
に
語
る

た
め
に
語
り
手
の
視
線
は
老
婆
の
上
に
と
ど
ま
る
。
下
人
に
代
表
さ
れ
る
青

年
の
世
界
を
見
切
り
、
老
婆
に
代
表
さ
れ
る
現
実
世
界
を
憎
み
な
が
ら
も
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川
自
身
の
境
遇
が
こ
こ
に
技
影
さ
れ
て
い
る

（九）

と
も
考
え
ら
れ
る
。

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論

こ
の
語
り
手
の
背
後
に
作
者
芥
川
龍
之
介
の
存
在
を
認
め
、
下
人
の
姿
に

芥
川
自
身
の
想
念
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
老
婆
／
下
人
の
関

係
の
転
倒
の
裏
に
は
、
実
生
活
の
吉
田
弥
生
と
の
恋
愛
問
題
の
影
響
か
ら
生

ま
れ
た
彼
の
世
間
に
対
す
る
認
識
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
失
恋
事
件
後

深
い
喪
失
感
と
世
間
に
対
す
る
失
望
が
彼
を
襲
う
も
の
の
、
に
く
い
が
受
け

入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
現
実
世
界
へ
の
認
識
が
反
映
さ
れ
た
結
果
だ
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
初
出
の
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
は
、
下
人
の
行
方
に
対
す

る
希
望
を
完
全
に
は
捨
て
て
い
な
い
。
「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、

京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
い
で
ゐ
た
」
と
い
う
文
末
で
作
品
を
締
め
く

く
る
こ
と
に
よ
り
、
下
人
の
未
来
に
そ
れ
な
り
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い

た
。
強
盗
に
な
る
た
め
の
勇
気
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
行
為
の
実
践

へ
と
急
く
下
人
の
姿
か
ら
は
活
気
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
約
三
年
後
の

改
変
の
時
、
だ
ん
だ
ん
現
実
世
界
に
慣
れ
て
い
き
、
青
年
（
下
人
）
　
で
あ
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
自
分
が
、
老
婆
に
代
表
さ
れ
る
世
界
の
ど
真
申
に
入
っ
て

い
る
姿
を
発
見
し
た
と
き
、
改
変
は
必
然
で
あ
っ
た
。

す
で
に
文
壇
と
い
う
現
実
世
界
の
中
心
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
自
分
の
状

況
を
顧
み
た
と
き
、
三
好
行
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
《
下
人
の
行
方
を

「
誰
も
知
ら
な
い
」
闇
の
中
に
突
き
放
す
こ
と
で
未
来
へ
の
眺
望
を
み
ず
か

ら
閉
じ
》
る
こ
と
に
よ
り
、
下
人
に
代
表
さ
れ
る
青
年
の
世
界
へ
の
決
別
を

告
げ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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以
上
、
今
ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
芥
川
龍
之
介
の
「
羅

生
門
」
を
、
老
婆
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
新
し
い
試
み
を
も
っ

て
考
察
し
て
み
た
。
今
ま
で
は
下
人
の
目
を
通
し
て
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た

老
婆
の
存
在
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
耀
生
門
の
桜
の
上
で
の
出
来

事
が
（
下
人
の
未
熟
な
生
へ
の
ス
タ
ー
ト
）
と
（
老
婆
の
無
事
）
と
い
う
老

婆
の
勝
利
の
形
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
が
誘
導
で
き
た
。
下
人
の
世

界
へ
の
見
切
り
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
老
婆
の
世
界
へ
の
収
飯
と
い
う
ド
ラ

マ
を
紡
ぎ
た
す
語
り
手
の
背
後
に
は
、
失
恋
事
件
以
後
そ
れ
ほ
ど
憎
ん
で
い

た
現
実
世
界
の
ど
真
ん
中
に
位
置
し
て
い
る
自
分
の
存
在
を
発
見
し
た
作
者

芥
川
龍
之
介
の
苦
悩
す
る
姿
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
世
間
認
識

も
し
く
は
対
他
者
認
識
が
「
羅
生
門
」
以
後
の
作
品
世
界
に
ど
ん
な
形
で
投

影
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

注
（
一
）
杉
本
優
「
下
人
が
強
盗
に
な
る
物
語
－
『
羅
生
門
』
論
」
　
（
『
日
本
近
代

文
学
』
第
4
1
集
、
1
9
8
9
年
1
0
月
）

（
二
）
木
村
一
倍
「
『
羅
生
門
』
論
－
己
の
座
標
を
求
め
て
」
　
（
関
口
安
義
編

『
ア
プ
ロ
ー
チ
芥
川
龍
之
介
』
、
明
治
書
院
、
1
9
9
2
年
5
月
）

（
三
）
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
引
用
は
、
博
文
館
発
行
の
『
校
註
国
文
叢
書
第
十
七

冊
　
今
昔
物
語
下
巻
』
　
（
大
正
四
年
八
月
発
行
、
本
稿
で
は
大
正
十
五
年
三

月
発
行
の
五
版
を
利
用
）
に
よ
る
。

（
四
）
宮
城
音
弥
氏
は
『
性
格
』
　
（
岩
波
新
書
、
1
9
6
0
年
初
版
）
で
、
ヒ

ス
テ
リ
ー
反
応
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

四
　
〇

《
人
間
で
は
、
知
性
が
発
達
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
、
こ
の
よ
う
な
本

能
的
な
行
動
（
擬
死
反
射
、
運
動
暴
発
‥
引
周
者
註
）
を
行
な
わ
な
い
が
、

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
時
に
は
、
知
性
が
麻
痺
し
、
冷
静
に
考
え
て
事
を
処
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
原
始
的
、
本
能
的
の
行
動
様

式
が
頭
を
も
ち
あ
げ
る
。
こ
れ
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
反
応
で
あ
る
》
。
ま
た
、

《
社
会
が
安
定
し
て
い
る
平
和
時
に
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
格
者
は
、
社
会
の

寄
生
虫
に
す
ぎ
な
い
が
、
社
会
が
動
揺
す
る
時
に
は
、
そ
の
能
力
を
発
揮
す

る
》
と
も
説
明
し
て
い
る
が
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
の

性
格
に
極
め
て
近
い
人
格
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
高
橋
陽
子
「
『
羅
生
門
』
と
『
倫
盗
』
」
　
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
の
会

『
会
誌
』
2
号
、
1
9
8
0
年
9
月
）

（
六
）
石
割
透
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
－
（
髪
）
み
纏
わ
る
（
蛇
）
と
（
女
）
」

（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5
2
集
、
1
9
9
5
年
5
月
）

（
七
）
三
谷
邦
明
「
（
座
談
会
）
　
『
羅
生
門
』
を
読
む
」
　
（
『
日
本
文
学
』
、

1
9
8
4
年
8
月
）

（
八
）
勝
倉
喜
一
氏
は
「
『
羅
生
門
』
の
解
釈
」
　
（
『
愛
媛
国
文
研
究
』
第
8
7

集
、
1
9
8
0
年
1
2
月
）
　
で
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

《
だ
が
、
老
婆
は
下
人
に
よ
っ
て
い
か
な
る
報
復
を
受
け
、
そ
の
生
の
論
理

な
り
生
存
の
場
を
脅
か
さ
れ
た
と
言
い
得
る
の
か
。
老
婆
の
奪
わ
れ
た
衣
類

は
、
「
着
物
を
着
た
死
骸
」
か
ら
直
ち
に
調
達
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
死

骸
の
髪
を
抜
い
て
た
つ
き
と
す
る
そ
の
日
常
に
い
か
な
る
変
化
も
起
こ
り
よ

う
は
な
い
。
老
婆
の
論
理
を
奪
い
取
っ
た
か
に
見
え
る
下
人
の
未
来
が
、
や

が
て
よ
り
強
者
の
生
の
論
理
の
前
に
犠
牲
と
な
っ
て
「
羅
生
門
の
上
へ
持
つ

て
き
て
、
犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
」
、
老
婆
に
よ
っ
て
衣
類
、
頭
髪
を
奪
わ

れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
も
な
い
の
で
あ
る
》

（
九
）
芥
川
の
「
運
」
　
（
『
文
章
世
界
』
、
大
正
六
年
一
月
）
と
い
う
作
品
に
登

場
す
る
翁
と
青
侍
の
対
立
構
図
も
「
羅
生
門
」
の
延
長
線
上
で
考
え
ら
れ
る

と
思
う
。
翁
の
話
を
聞
い
た
青
侍
は
、
「
そ
れ
な
ら
、
そ
の
位
な
目
に
遇
っ

て
も
、
結
構
ぢ
や
な
い
か
」
　
「
人
を
殺
し
た
つ
て
、
物
盗
り
の
女
房
に
な
っ

た
つ
て
、
す
る
気
で
し
た
ん
で
な
け
れ
ば
、
仕
方
が
な
い
や
ね
」
と
い
い
、

も
っ
ぱ
ら
自
分
の
価
値
観
に
よ
る
判
断
を
下
す
。
こ
の
「
人
を
殺
し
た
つ
て
、

物
盗
り
の
女
房
に
な
っ
た
つ
て
、
す
る
気
で
し
た
ん
で
な
け
れ
ば
、
仕
方
が

な
い
や
ね
」
と
い
う
論
理
は
、
「
羅
生
門
」
の
下
人
が
楼
上
で
老
婆
に
よ
っ

て
獲
得
し
た
論
理
に
ほ
ぼ
近
い
。
性
急
で
感
情
的
な
態
度
は
、
何
と
な
く

「
羅
生
門
」
の
下
人
に
似
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
す
る
。
「
羅
生
門
」
の
下

人
の
未
熟
な
生
へ
の
ス
タ
ー
ト
が
最
後
に
語
り
手
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
る

よ
う
に
、
「
逓
」
で
は
翁
に
よ
っ
て
青
侍
の
認
識
の
浅
薄
さ
が
相
対
化
さ
れ

る。

（
十
）
三
好
行
雄
「
無
明
の
闇
－
『
羅
生
門
』
再
読
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
、

1
9
7
5
年
4
月
）

（
ほ
・
な
む
ふ
ん
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

芥
川
龍
之
介
　
「
羅
生
門
」
　
論


