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凡
 
例
 
 
 

一
『
長
生
殿
』
本
文
の
底
本
に
は
、
現
在
最
も
流
布
し
て
い
る
徐
朔
方
氏
の
校
注
本
を
用
い
た
が
、
厳
密
な
校
訂
を
施
し
た
呉
梅
校
本
（
劉
世
輔
 
 
 

『
彙
刻
伝
劇
』
所
収
）
 
を
始
め
、
次
の
第
二
項
に
掲
げ
る
諸
書
も
随
時
参
照
し
た
。
 
 

二
 
本
訳
注
に
当
た
り
、
出
典
の
確
認
や
本
文
の
解
釈
等
に
以
下
の
諸
書
を
随
時
参
照
し
た
が
、
訳
注
の
際
に
は
こ
れ
を
一
々
明
示
し
て
い
な
い
。
 
 

塩
谷
温
『
国
訳
長
生
殿
』
（
『
国
訳
漢
文
大
成
』
所
収
、
一
九
二
三
年
）
 
 

徐
朔
方
校
注
『
長
生
殿
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
 
 

曽
永
義
・
『
中
国
古
典
戯
劇
選
注
』
所
収
『
長
生
殿
』
（
国
家
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）
 
 

察
運
長
『
長
生
殿
通
俗
注
釈
』
（
雲
商
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
 
 

岩
城
秀
夫
『
長
生
殿
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
 
 

三
 
本
訳
注
で
は
、
主
に
前
記
参
考
書
に
於
い
て
な
お
未
注
の
故
事
出
拠
等
に
つ
い
て
注
出
す
る
事
に
し
た
。
全
般
的
総
合
的
な
注
に
つ
い
て
は
、
 
 
 

康
保
成
・
竹
村
則
行
『
長
生
殿
箋
注
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

四
 
【
曲
牌
名
】
に
続
く
「
唱
」
部
分
の
訳
出
は
、
時
に
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
短
い
科
白
や
磯
字
を
も
含
め
て
、
【
ゴ
チ
ッ
ク
文
字
】
の
体
裁
で
示
 
 
 

し
た
。
ま
た
、
演
員
の
扮
装
や
動
作
、
お
よ
び
唱
や
動
作
の
主
体
を
示
す
ト
書
き
の
部
分
は
、
底
本
の
通
り
に
小
字
で
示
し
た
。
 
 

五
 
訳
語
の
う
ち
、
原
文
の
 
「
介
」
 
「
科
」
 
（
し
ぐ
さ
）
 
は
、
一
種
の
術
語
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
 
「
介
」
 
「
科
」
と
し
て
訳
出
し
た
。
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
 
（
十
こ
 
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
 
（
十
一
）
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六
 
訳
文
は
、
【
ゴ
チ
ッ
ク
文
字
】
で
示
し
た
「
唱
」
部
分
の
訳
出
を
含
め
、
荘
重
な
韻
文
の
形
式
を
採
ら
ず
、
意
味
内
容
の
解
釈
を
重
視
し
っ
つ
、
 
 
 

努
め
て
平
易
な
日
本
文
と
な
る
よ
う
に
留
意
し
た
。
（
「
唱
」
部
分
の
韻
文
訳
出
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
）
そ
れ
で
も
、
訳
者
の
誤
解
や
力
量
不
 
 
 

足
に
よ
る
生
硬
な
訳
文
を
免
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
諸
先
生
の
忌
悼
無
い
御
指
教
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
 
 

七
 
前
稿
「
『
長
生
殿
』
訳
注
（
一
～
三
、
六
～
十
）
」
は
『
中
国
文
学
論
集
』
二
十
六
～
三
十
三
号
（
九
州
大
学
中
国
文
学
会
、
 
 
 

0
〇
四
年
）
に
訳
載
し
、
ま
た
、
同
（
四
・
五
）
は
『
文
学
研
究
』
九
十
七
～
八
（
九
州
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
〇
～
〇
一
年
）
 
 

八
 
本
訳
注
（
十
一
）
（
第
三
十
九
～
四
十
二
駒
）
は
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
～
〇
四
年
六
月
に
行
わ
れ
た
九
州
大
学
大
学
院
で
の
 
 
 

習
資
料
を
基
に
し
て
、
竹
村
が
新
た
に
浄
書
し
た
。
こ
の
間
の
演
習
に
参
加
し
た
院
生
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

【
洞
門
】
【
小
女
冠
子
】
（
老
旦
と
貼
が
女
道
土
に
扮
し
て
共
に
芸
す
る
）
（
老
旦
）
私
た
ち
は
か
つ
て
の
宮
廷
風
の
黒
髪
を
切
り
、
（
貼
）
 
（
1
）
 
 

観
に
身
を
寄
せ
て
共
に
香
を
焚
い
て
い
る
。
（
合
）
昨
夜
来
の
雨
風
で
花
が
散
っ
た
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
、
心
新
た
に
丹
念
に
 
 

ひ
も
と
き
ま
す
。
 
 

（
2
）
 
 

（
2
）
 
 
 
「
（
老
旦
）
静
寂
な
道
観
は
竹
垣
に
囲
ま
れ
、
（
貼
）
泉
水
が
さ
ら
さ
ら
と
音
を
立
て
て
流
れ
る
。
（
老
旦
）
道
観
に
寄
進
し
た
踊
り
の
衣
 
 

（
3
）
 
 
 

（
3
）
 
 
装
か
ら
残
り
香
が
漂
う
中
、
（
貼
）
我
ら
は
毎
日
供
花
の
前
で
読
経
に
つ
と
め
て
い
る
。
」
（
老
旦
）
私
は
天
宝
朝
の
旧
官
女
の
永
新
で
 
 
 

す
。
難
を
逃
れ
て
念
奴
さ
ん
と
宮
殿
か
ら
脱
出
し
、
ま
っ
す
ぐ
南
京
に
や
っ
て
来
て
、
こ
の
女
道
観
の
女
道
士
に
な
り
ま
し
た
。
 
 
 

何
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
は
と
て
も
静
か
で
、
存
分
に
修
行
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
の
観
主
様
は
、
先
日
長
安
か
ら
『
道
蔵
』
を
購
入
 
 
 

し
て
帰
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
日
は
晴
天
な
の
で
、
我
ら
二
人
に
『
道
蔵
』
の
点
検
と
虫
干
し
を
さ
せ
ま
す
。
ま
ず
は
丹
念
に
経
典
 
 
 

陳
 
 

土
屋
 
 
聡
 
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
（
十
こ
 
 

第
三
十
九
駒
 
 
私
 
祭
 
 

有
木
 
大
輔
 
 

赤
嶺
 
明
乃
 
 

陣
内
 
孝
文
 
 

大
渕
 
貴
之
 
 

一
九
九
七
～
二
 
 

に
訳
載
し
た
。
 
 

『
長
生
殿
』
演
 
 

古
び
た
道
 
 

『
道
蔵
』
を
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を
め
く
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
（
舞
台
上
に
予
め
経
典
を
置
く
机
を
設
置
し
、
老
旦
と
貼
が
共
に
書
物
を
め
く
る
介
を
す
る
）
 
 

【
鋼
摘
】
【
孝
南
枝
】
【
孝
順
歌
】
本
箱
を
開
け
、
『
道
蔵
』
を
机
上
に
並
べ
、
日
長
の
春
風
に
さ
ら
し
て
丁
寧
に
虫
干
し
す
る
。
見
れ
ば
、
 
 

陽
光
の
中
に
香
塵
が
舞
い
、
空
か
ら
天
花
が
降
っ
て
き
た
か
の
よ
う
。
（
老
旦
）
思
え
ば
昔
、
宮
中
で
貴
妃
様
が
白
鶴
寄
に
『
般
若
心
経
』
 
 

を
暗
諭
す
る
よ
う
調
教
し
て
い
る
の
を
聞
き
ま
し
た
。
も
し
貴
妃
様
が
も
っ
と
早
く
道
教
を
修
行
し
て
い
た
な
ら
、
馬
蒐
の
悲
劇
を
免
 
 

れ
た
の
で
は
。
（
貼
）
天
宝
の
熱
狂
時
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
し
ょ
う
。
（
老
旦
）
そ
れ
も
そ
う
ね
。
昨
日
、
観
主
様
 
 

の
詣
で
は
、
馬
嵐
披
の
居
酒
屋
が
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
を
手
に
入
れ
、
更
に
そ
れ
を
観
客
が
銭
を
払
っ
て
で
も
見
た
が
る
そ
う
な
。
貴
 
 

L
l
、
 
 

妃
様
の
生
前
で
あ
れ
ば
尚
更
で
し
ょ
う
よ
。
（
合
）
貴
妃
様
が
白
鴎
寄
の
雪
衣
女
に
『
般
若
心
経
』
を
朗
謂
さ
せ
た
こ
と
も
、
今
は
空
し
 
 

い
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
の
事
件
で
は
色
欲
に
と
ら
わ
れ
て
空
理
を
覚
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
一
体
誰
が
そ
の
道
理
を
諦
観
で
き
ま
 
 

（
5
）
 
し
ょ
う
。
【
鎖
南
枝
】
貴
妃
の
錦
の
足
袋
の
残
り
香
が
、
今
も
な
お
見
に
行
く
人
の
心
を
動
か
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
。
（
雑
が
女
道
上
に
扮
し
、
 
 

（
6
）
 
 

お
茶
を
持
っ
て
登
場
）
「
『
道
蔵
』
を
日
下
に
曝
書
す
る
お
二
人
に
、
「
雨
前
」
の
銘
茶
を
煎
れ
ま
し
た
。
」
お
二
人
と
も
、
『
道
蔵
』
の
点
検
に
 
 

お
疲
れ
で
し
ょ
う
。
観
主
様
の
お
心
付
け
で
、
こ
こ
に
お
茶
を
お
持
ち
し
ま
し
た
。
（
老
旦
、
貼
）
そ
れ
は
ご
苦
労
様
。
（
お
茶
を
飲
む
介
を
す
る
）
 
 

（
雑
）
あ
ら
つ
、
黒
雲
が
出
て
き
て
、
雨
が
降
り
そ
う
で
す
わ
。
（
老
旦
、
貼
）
早
く
書
物
を
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
（
片
づ
け
る
介
を
す
る
）
（
雉
）
 
 

ほ
ら
、
鴬
が
乱
れ
飛
び
、
草
花
は
今
が
盛
り
。
ち
ょ
う
ど
清
明
節
に
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
雨
が
舞
い
散
る
頃
だ
わ
。
 
 
 

（
退
場
）
（
舞
台
で
は
『
道
蔵
』
を
載
せ
た
机
を
片
づ
け
る
介
）
（
老
旦
）
女
道
士
さ
ん
が
言
わ
な
か
っ
た
ら
、
今
日
が
清
明
節
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
 
 
 

れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
わ
。
晴
明
に
は
ど
の
家
も
墓
掃
除
を
し
、
紙
銭
を
燃
や
す
も
の
。
念
奴
ち
や
ん
、
私
は
あ
な
た
と
共
に
貴
妃
 
 
 

様
の
ご
恩
を
受
け
な
が
ら
、
何
の
報
恩
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
差
し
の
紙
銭
、
一
杯
の
お
茶
を
さ
し
あ
げ
、
遥
か
長
安
を
 
 
 

望
ん
で
芙
礼
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
か
良
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
（
貼
）
永
新
姐
さ
ん
、
そ
れ
は
そ
う
し
な
く
ち
や
。
私
が
貴
妃
様
の
位
 
 
 

牌
を
書
い
て
供
養
致
し
ま
し
ょ
う
。
（
位
牌
を
書
い
て
供
え
る
介
を
す
る
）
（
共
に
拝
礼
し
て
果
す
る
介
）
貴
妃
様
、
 
 

【
前
腔
】
思
え
ば
、
天
子
の
限
り
な
い
恩
寵
を
受
け
た
貴
妃
様
は
、
命
を
落
と
し
た
恨
み
を
ど
う
し
て
忘
れ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
天
子
と
の
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
 
（
十
一
）
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風
流
事
は
突
然
に
幕
を
引
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
は
ど
う
し
て
、
呉
を
滅
ぼ
し
た
西
施
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
周
が
褒
 
 

似
に
よ
っ
て
亡
ん
だ
と
い
う
の
も
菟
罪
で
す
。
（
貼
）
お
や
、
庭
の
牡
丹
が
雨
の
中
に
一
輪
咲
い
て
い
る
。
牡
丹
は
貴
妃
様
が
生
前
最
も
 
 

愛
さ
れ
た
花
、
手
折
っ
て
位
牌
に
供
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
（
合
）
牡
丹
の
名
花
は
見
事
に
咲
い
て
い
る
の
に
、
牡
丹
に
比
す
べ
き
傾
 
 

（
7
）
 
国
の
美
人
は
あ
の
世
に
帰
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
麦
飯
や
お
酒
が
供
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
馬
蒐
の
貴
妃
様
の
お
墓
に
供
え
る
こ
と
 
 

は
で
き
な
い
。
（
果
し
て
叫
ぶ
介
）
貴
妃
様
！
 
あ
な
た
様
を
思
っ
て
私
は
眼
は
つ
ぶ
れ
、
腸
は
断
ち
切
ら
れ
、
涙
が
泉
の
よ
う
に
溢
れ
て
流
 
 

れ
、
大
声
を
放
っ
て
突
く
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
ひ
そ
か
に
退
場
）
（
末
が
歩
い
て
登
場
）
 
 

【
鎖
南
技
】
江
南
は
南
京
の
道
を
、
偶
々
花
見
が
て
ら
に
歩
い
て
い
る
と
、
花
に
降
る
通
り
雨
で
、
私
の
衣
装
も
濡
れ
ま
す
。
私
は
李
 
 

亀
年
、
幸
い
に
李
暮
さ
ん
に
出
会
い
、
そ
の
宿
に
引
き
留
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
は
清
明
節
な
の
で
、
外
出
し
て
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
て
 
 

い
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
清
明
の
風
雨
に
見
舞
わ
れ
ま
し
七
。
恨
め
し
く
も
、
お
参
り
す
べ
き
故
郷
は
雲
に
覆
わ
れ
て
よ
く
見
え
ず
、
 
 

白
髪
頭
を
垂
れ
て
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
嬉
し
い
こ
と
に
、
道
観
が
こ
こ
に
あ
る
ぞ
。
中
に
入
っ
て
、
少
し
雨
宿
り
を
し
よ
う
。
 
 

（
中
に
入
る
介
を
す
る
）
松
の
木
陰
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
鶴
の
鳴
き
声
が
す
る
。
ま
ず
は
暫
く
石
段
の
あ
た
り
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
み
よ
う
。
 
 
 

ほ
ら
、
神
座
に
は
真
人
の
像
が
居
並
び
、
万
巻
の
経
典
も
あ
っ
て
、
何
と
荘
厳
な
こ
と
よ
。
（
位
牌
を
見
て
読
む
介
を
す
る
）
「
皇
唐
の
貴
 
 
 

妃
楊
貴
妃
様
の
霊
位
。
」
（
突
く
介
）
お
お
、
楊
貴
妃
様
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
供
養
を
す
る
人
が
い
よ
う
と
は
。
（
拝
す
る
介
）
 
 

【
前
腔
】
【
換
頭
】
そ
の
人
は
た
ち
ま
ち
落
命
し
、
恨
み
は
と
こ
し
え
に
続
く
。
（
老
旦
、
貼
が
舞
台
の
袖
か
ら
登
場
）
誰
が
泣
い
て
い
る
の
だ
ろ
 
 

う
？
 
（
見
て
驚
く
介
を
す
る
）
こ
の
人
は
李
（
亀
年
）
先
生
の
よ
う
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
？
 
（
末
）
恨
む
べ
く
は
警
護
軍
が
専
横
を
極
 
 

め
、
無
理
に
迫
っ
て
君
王
と
后
妃
を
離
別
さ
せ
た
が
、
ま
こ
と
に
天
地
を
揺
る
が
す
一
大
変
事
で
あ
っ
た
。
憐
れ
に
も
私
李
亀
年
は
、
 
 

（
老
旦
、
貼
）
こ
れ
は
何
と
、
確
か
に
李
師
匠
だ
。
（
末
）
清
明
節
だ
と
い
う
の
に
、
神
酒
を
供
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
道
 
 

観
を
通
り
過
ぎ
た
ら
貴
妃
様
の
位
牌
を
安
置
し
て
い
よ
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
 
 

（
老
旦
と
貼
が
出
て
き
て
、
末
に
会
う
介
）
李
師
匠
、
弟
子
ど
も
、
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
（
末
）
女
道
士
さ
ん
達
は
ど
な
た
で
す
？
（
気
付
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
 
（
十
一
）
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い
て
驚
く
介
を
す
る
）
や
っ
、
ま
さ
か
永
新
と
念
奴
の
お
二
人
な
の
で
は
？
 
（
老
旦
、
貼
）
そ
の
通
り
で
す
。
（
そ
れ
ぞ
れ
涙
す
る
介
）
（
末
）
お
 
 
 

二
人
は
い
つ
こ
こ
へ
？
 
（
老
旦
、
貼
）
師
匠
、
お
掛
け
下
さ
い
。
私
達
は
去
年
、
難
を
逃
れ
て
南
に
来
て
、
こ
こ
で
出
家
し
ま
し
た
。
 
 
 

師
匠
は
ど
う
し
て
こ
ち
ら
へ
？
 
（
末
）
私
も
難
を
逃
れ
て
江
南
へ
落
ち
延
び
て
来
ま
し
た
。
先
日
鷲
峯
寺
で
偶
然
李
暮
さ
ん
に
会
 
 
 

い
、
そ
の
家
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
更
に
二
人
に
会
お
う
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
老
旦
、
貼
）
李
暮
さ
ん
 
 
 

と
は
？
 
（
末
）
話
せ
ば
奇
怪
な
こ
と
で
す
。
卦
時
、
私
は
あ
な
た
達
と
朝
元
閣
で
寛
裳
羽
衣
曲
を
練
習
し
て
い
た
の
を
、
図
ら
ず
も
 
 
 

こ
の
李
さ
ん
が
宮
殿
の
塀
の
外
で
盗
み
聞
き
し
て
お
り
、
鉄
笛
で
新
曲
の
数
段
を
こ
つ
そ
り
写
し
取
っ
て
い
た
の
で
す
。
今
日
、
 
 
 

彼
は
私
に
そ
の
全
曲
を
伝
授
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
れ
で
そ
の
家
に
滞
在
し
て
い
ま
す
。
（
老
旦
と
貼
が
悲
し
む
介
）
あ
あ
、
寛
裳
羽
衣
 
 
 

曲
は
こ
う
し
て
世
間
に
伝
わ
る
の
に
、
思
わ
ぬ
こ
と
に
、
そ
の
曲
を
作
っ
た
人
は
巳
に
こ
の
世
に
い
な
く
、
曲
を
演
奏
し
た
私
た
 
 
 

ち
ま
で
も
他
郷
を
流
浪
し
て
い
る
と
は
、
何
と
心
痛
む
こ
と
で
し
ょ
う
！
（
そ
れ
ぞ
れ
悲
し
む
介
）
（
老
旦
、
貼
）
 
 

【
供
玉
月
】
【
五
供
養
】
口
に
す
れ
ば
心
痛
み
ま
す
。
思
え
ば
、
我
ら
は
華
清
宮
で
貴
妃
様
に
侍
り
、
共
に
寛
裳
羽
衣
曲
を
演
奏
し
ま
し
 
 

た
。
貴
妃
様
は
細
く
白
い
指
で
天
上
の
秘
曲
を
写
し
取
り
、
赤
く
艶
や
か
な
唇
で
新
曲
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
【
玉
交
枝
】
と
こ
ろ
 
 

が
、
今
や
貴
妃
様
の
墓
に
は
若
草
が
青
々
と
生
い
茂
り
、
我
ら
は
柳
繁
の
よ
う
に
大
道
を
ふ
ら
ふ
ら
さ
ま
よ
う
始
末
。
【
五
供
養
】
（
合
唱
）
 
 

突
然
の
出
会
い
に
そ
れ
ぞ
れ
涙
で
衣
装
を
濡
ら
し
、
【
月
上
海
菓
】
白
髪
の
老
人
と
若
い
旧
官
女
と
が
、
顔
を
合
わ
せ
て
人
世
の
興
亡
を
語
 
 

り
合
う
。
 
 

（
末
）
幸
い
に
空
も
晴
れ
た
の
で
、
私
は
お
い
と
ま
し
ま
す
。
（
老
旦
、
貼
）
も
う
し
ば
ち
く
い
ら
し
て
下
さ
い
。
師
匠
に
お
尋
ね
し
ま
 
 
 

す
が
、
梨
園
に
い
た
人
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
？
 
（
末
）
賀
（
懐
智
）
さ
ん
は
私
と
同
行
し
ま
し
た
が
、
途
中
で
病
没
し
、
 
 
 

黄
旛
縛
は
天
子
に
随
行
し
、
馬
仙
期
は
賊
軍
に
捕
ま
っ
て
行
方
不
明
、
雷
海
青
だ
け
は
賊
軍
を
罵
倒
し
て
殺
さ
れ
ま
し
た
。
 
 

【
前
腔
】
上
皇
様
を
追
想
す
れ
ば
、
そ
の
恩
沢
は
梨
園
の
弟
子
全
て
に
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
そ
の
大
恩
に
報
い
る
こ
と
 
 

が
で
き
よ
う
。
（
泣
く
介
）
あ
の
雷
さ
ん
は
、
白
日
の
よ
う
に
輝
く
忠
誠
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
落
日
の
下
で
泣
く
遺
老
の
私
は
恥
ず
か
し
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い
限
り
。
（
老
旦
、
貼
）
師
匠
、
秦
国
夫
人
や
我
国
夫
人
が
共
に
乱
兵
に
殺
さ
れ
た
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
？
 
（
末
）
知
っ
て
い
ま
す
。
貴
 
 

婦
人
の
運
命
は
傷
ま
し
い
ば
か
り
、
今
や
あ
の
長
安
の
曲
江
で
は
誰
が
遊
ぶ
こ
と
が
あ
ろ
う
？
（
合
唱
）
突
然
の
出
会
い
に
そ
れ
ぞ
れ
涙
 
 

で
衣
装
を
濡
ら
し
、
白
髪
の
老
人
と
若
い
旧
官
女
と
が
、
顔
を
合
わ
せ
て
人
世
の
興
亡
を
語
り
合
う
。
 
 

（
老
旦
、
貼
）
天
子
様
は
い
つ
還
御
な
さ
る
の
で
し
ょ
う
？
 
（
末
）
李
（
葦
さ
ん
が
以
前
長
安
に
居
ら
れ
た
時
の
詣
で
は
、
近
頃
郭
 
 

（
子
儀
）
将
軍
が
長
安
の
秩
序
を
回
復
し
、
戦
乱
も
止
ん
だ
の
で
、
や
っ
と
江
南
の
故
郷
に
帰
れ
た
と
の
こ
と
。
思
う
に
、
上
皇
様
 
 
 

も
間
も
な
く
帰
京
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（
老
旦
、
貼
）
そ
れ
は
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
（
末
）
目
も
暮
れ
、
道
も
遠
い
の
で
、
わ
し
は
こ
れ
 
 

で
失
礼
し
よ
う
。
（
老
旦
、
貼
）
貴
妃
様
に
紙
銭
を
焚
い
て
、
食
事
で
も
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
お
話
し
ま
し
ょ
う
よ
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
原
文
は
「
夜
来
風
雨
催
花
葬
」
。
唐
・
孟
浩
然
「
春
暁
」
 
に
「
夜
来
風
雨
声
、
花
落
知
多
少
」
 
と
。
 
 

（
2
）
原
文
は
「
寂
寂
雲
房
掩
竹
扁
、
春
泉
淑
玉
響
玲
玲
」
。
唐
・
劉
長
卿
「
戯
贈
干
越
尼
子
歌
」
 
（
『
全
唐
詩
』
巻
一
五
一
）
に
「
却
対
香
炉
間
 
 

涌
経
、
春
泉
淑
玉
寒
冷
怜
。
雲
房
寂
寂
夜
鐘
後
、
呉
音
清
切
令
人
聴
」
 
と
。
 
 

（
3
）
原
文
は
「
舞
衣
施
尽
余
香
在
、
日
向
花
前
学
諦
経
」
。
唐
・
楊
巨
源
「
観
妓
人
入
道
」
二
首
其
一
詩
（
『
全
唐
詩
』
巻
三
三
二
）
に
「
舞
衣
 
 

施
尽
余
香
在
、
今
日
花
前
学
詣
経
」
 
と
。
 
 
 

（
末
）
 
 

江
南
に
逃
れ
た
私
は
、
今
や
身
一
つ
生
き
残
る
の
み
、
 
 

（
老
旦
、
貼
）
 
出
家
し
た
私
達
は
、
鮮
や
か
な
寛
裳
羽
衣
の
衣
装
を
、
 
 

女
道
士
の
月
色
の
道
服
に
着
換
え
た
。
 
 

（
末
）
 
 

人
の
世
は
、
何
度
傷
ま
し
い
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
か
、
 
 

（
老
旦
、
貼
）
 
あ
た
か
も
落
花
の
季
節
に
、
又
も
李
さ
ん
に
出
会
お
う
と
は
。
 
 

『
長
生
殿
』
訳
注
 
（
十
一
）
 
 

建
 
 
 

王
 
 

劉
 
南
錫
 
 

愈
 
 

甫
 
 

94  



【
洞
門
】
【
掛
真
児
】
（
旦
が
仙
人
に
扮
し
、
老
旦
が
仙
女
に
扮
し
て
続
い
て
登
場
）
仙
人
と
な
っ
た
私
は
、
鶴
に
乗
り
鸞
鳥
を
従
え
て
仙
宮
へ
帰
り
来
 
 

て
、
天
上
か
ら
空
し
く
人
間
世
界
を
眺
め
や
る
。
あ
の
華
清
宮
の
端
正
楼
や
長
生
殿
の
あ
た
り
、
往
事
が
思
い
出
さ
れ
て
感
情
が
ひ
ど
 
 

く
高
ぶ
る
。
 
 
 

【
浣
渓
紗
】
「
造
か
に
広
が
る
雲
の
中
、
私
の
い
る
閏
房
は
閉
め
ら
れ
た
ま
ま
。
仙
界
へ
帰
っ
た
ば
か
り
の
私
は
気
も
そ
ぞ
ろ
、
下
界
 
 
 

を
振
り
返
り
つ
つ
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
。
ふ
と
、
向
こ
う
の
階
段
の
そ
ば
の
玉
樹
の
中
に
、
つ
が
い
の
鸞
鳥
が
棲
ん
で
い
る
影
 
 
 

が
見
え
、
何
度
そ
の
影
を
振
り
払
お
う
と
し
て
も
妙
に
心
惹
か
れ
る
。
」
私
は
楊
玉
環
、
幸
い
に
天
帝
の
玉
旨
を
い
た
だ
い
て
仙
官
 
 
 

に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
、
以
前
の
よ
う
に
蓬
莱
山
の
太
真
院
に
住
ん
で
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
玄
宗
か
ら
賜
っ
た
結
婚
記
念
の
 
 
 

晶
だ
け
は
ず
っ
と
身
に
付
け
て
お
り
、
ま
た
玄
宗
と
交
わ
し
た
七
夕
の
誓
い
は
ど
う
し
て
も
背
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
由
 
 
 

来
を
話
し
出
せ
ば
、
と
て
も
長
く
な
り
ま
す
。
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

六
五
真
に
「
色
慾
に
拘
は
れ
て
、
空
理
を
覚
ら
ざ
る
意
」
と
あ
る
の
に
従
う
。
 
 

（
6
）
原
文
は
「
香
著
雨
前
烹
」
。
「
雨
前
」
は
穀
雨
前
に
摘
ん
だ
柔
ら
か
い
若
芽
で
制
し
た
茶
。
「
雨
前
尖
」
と
も
。
こ
こ
は
、
後
の
鰊
雨
に
掛
 
 

け
る
。
 
 

（
7
）
原
文
は
「
名
花
無
芸
、
傾
国
佳
人
」
。
李
白
の
「
清
平
調
詞
」
其
三
に
「
名
花
傾
国
両
相
歓
」
と
。
 
 

原
文
は
「
提
唱
」
。
「
提
唱
」
は
、
禅
宗
で
、
師
が
語
録
の
講
義
や
宗
旨
の
説
明
時
に
、
そ
の
大
要
を
提
起
し
て
説
法
す
る
こ
と
。
提
要
・
 
 

提
綱
と
も
。
こ
こ
で
は
、
楊
貴
妃
が
白
艶
寄
に
『
般
若
心
経
』
（
『
多
心
経
』
）
を
朗
諭
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。
故
事
は
「
楊
太
真
外
伝
」
 
 

巻
下
に
見
え
る
。
 
 

原
文
は
「
是
色
非
空
、
誰
観
法
相
」
。
「
是
色
非
空
」
は
『
般
若
心
経
』
に
い
う
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
を
も
じ
っ
た
も
の
。
「
色
」
 
 

は
眼
で
見
る
い
ろ
・
か
た
ち
。
「
法
相
」
は
こ
の
世
に
現
象
す
る
万
物
一
切
の
本
質
、
道
理
。
塩
谷
温
の
国
訳
漢
文
大
成
『
長
生
殿
』
三
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【
踊
踊
】
【
九
回
腸
】
【
解
三
醍
】
馬
蒐
の
騒
乱
で
は
、
や
む
な
く
陛
下
と
突
然
の
生
死
の
別
れ
を
し
た
が
、
そ
れ
が
二
人
の
愛
情
に
何
の
 
 

関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
死
と
生
に
分
か
れ
て
も
二
人
の
愛
情
の
絆
を
分
断
で
き
ず
、
恨
み
が
空
し
く
山
の
よ
う
に
積
も
る
だ
け
。
あ
ち
ら
 
 

の
人
界
で
は
、
陛
下
が
旧
情
を
思
っ
て
愁
い
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
し
、
こ
ち
ら
の
天
界
で
は
、
私
霊
魂
は
血
の
涙
を
流
し
続
 
 

け
て
、
今
も
乾
く
こ
と
が
な
く
、
空
し
く
欺
く
だ
け
で
す
。
【
三
学
士
】
二
人
は
終
生
連
れ
添
う
比
目
魚
の
夫
婦
と
な
る
こ
と
も
な
く
災
難
 
 

（
1
）
 
 

に
遭
遇
し
、
仲
の
良
い
鴛
薫
の
夫
婦
の
縁
も
無
く
、
何
が
仙
人
な
も
の
で
す
か
。
（
欽
と
小
箱
を
取
り
出
し
て
見
つ
め
る
介
）
こ
の
金
の
替
と
螺
細
 
 

の
小
箱
を
見
れ
ば
、
二
人
の
愛
情
は
ま
だ
確
か
に
あ
る
。
ど
う
し
て
永
遠
の
愛
の
誓
い
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
【
急
三
 
 

鎗
】
一
体
い
つ
に
な
っ
た
ら
幸
せ
の
青
い
鳥
の
使
い
が
来
て
、
二
人
の
情
縁
を
再
び
つ
な
げ
、
二
人
が
再
会
し
、
二
人
し
て
そ
の
愁
い
 
 

を
語
り
合
う
日
が
来
る
の
で
し
ょ
う
。
 
 

（
貼
が
登
場
）
「
試
み
に
蓬
莱
山
の
山
頂
か
ら
眺
め
て
み
れ
ば
、
雲
海
が
清
ら
か
に
波
立
つ
上
を
、
鶴
が
飛
ん
で
来
る
。
」
私
は
寒
箕
 
 
 

で
す
。
月
宮
の
婦
蛾
様
の
命
を
承
け
、
太
真
玉
妃
様
の
寛
裳
羽
衣
の
新
曲
を
受
け
取
り
に
参
り
ま
し
た
。
も
う
着
い
た
わ
。
早
速
 
 
 

中
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
（
中
に
入
る
介
）
王
妃
様
、
ご
機
嫌
よ
ろ
し
ゆ
う
。
（
旦
）
仙
女
は
ど
ち
ら
様
？
（
貼
が
笑
う
介
）
玉
妃
様
は
私
寒
箕
 
 
 

を
ま
だ
覚
え
て
お
い
で
で
す
か
？
 
（
旦
が
考
え
る
介
）
お
お
、
月
宮
の
仙
女
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
 
（
貼
）
そ
の
通
り
で
す
。
（
旦
）
 
 
 

ど
う
ぞ
お
坐
り
を
。
（
貼
が
坐
る
介
）
（
旦
）
以
前
夢
の
中
で
お
別
れ
し
て
、
た
ち
ま
ち
数
年
が
た
ち
ま
し
た
。
今
日
遠
く
か
ら
見
え
た
 
 

の
は
、
ど
う
い
う
訳
で
し
ょ
う
？
 
（
貼
）
玉
妃
様
、
お
聴
き
を
。
 
 

【
清
商
七
犯
】
【
簸
御
林
】
も
と
月
の
広
寒
宮
の
秘
曲
で
あ
る
霞
裳
羽
衣
曲
を
、
玉
妃
様
が
霊
妙
な
才
能
で
楽
譜
を
詳
細
に
写
し
取
ら
れ
 
 

た
の
を
帰
城
様
が
う
ら
や
ま
れ
、
特
に
私
が
婦
蛾
様
の
命
を
承
け
て
、
【
鴬
晴
序
】
は
る
ば
る
蓬
兼
山
ま
で
知
音
の
士
を
訪
ね
、
当
時
の
 
 

楽
譜
を
借
覧
し
て
こ
の
目
で
確
か
め
る
為
に
参
っ
た
の
で
す
。
（
旦
）
な
る
ほ
ど
そ
う
で
し
た
か
。
あ
の
目
私
は
幸
い
に
夢
の
中
で
天
上
 
 

の
音
楽
を
聴
く
こ
と
が
で
き
、
管
弦
の
音
楽
に
写
し
て
み
ま
し
た
が
、
ま
だ
あ
や
ふ
や
で
、
誤
り
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
【
高
陽
台
】
 
 

も
っ
た
い
な
く
も
月
宮
の
使
者
に
、
ど
う
し
て
音
曲
の
残
り
を
調
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
当
時
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
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涙
が
止
め
ど
な
く
流
れ
ま
す
。
（
涙
す
る
介
）
（
貼
）
お
や
、
玉
妃
様
、
ど
う
し
て
涙
を
流
さ
れ
る
の
で
す
か
？
 
（
旦
）
【
降
黄
龍
】
無
残
に
も
 
 

（
2
）
 
 

私
は
大
変
な
災
難
に
遭
遇
し
、
宮
中
で
奏
で
た
音
曲
は
全
て
損
な
わ
れ
ま
し
た
。
【
二
郎
神
】
管
弦
の
弦
も
切
れ
、
夫
婦
の
絆
も
断
た
れ
た
 
 

今
、
こ
の
名
曲
を
再
び
弾
く
こ
と
は
で
き
か
ね
ま
す
。
仙
女
様
、
ど
う
か
姉
妹
様
に
申
し
上
げ
て
下
さ
い
、
私
如
き
下
凡
の
者
の
旧
楽
 
 

譜
は
、
と
て
も
お
召
し
に
か
な
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
。
ど
う
か
お
許
し
を
願
い
ま
す
。
（
貼
）
王
妃
様
、
固
辞
な
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
 
 

に
、
婦
蛾
様
は
、
あ
な
た
が
類
い
稀
な
聡
明
さ
で
、
【
集
賢
賓
】
人
間
界
を
独
占
す
る
新
曲
を
作
っ
た
こ
と
を
敬
慕
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
 
 

回
そ
の
曲
譜
を
求
め
る
の
が
遅
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ど
う
か
帰
城
様
の
思
し
召
し
に
背
か
れ
ま
せ
ん
よ
う
。
（
旦
）
 
 

婦
蛾
様
の
お
求
め
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
以
前
私
が
蓬
莱
山
に
帰
り
ま
し
た
折
、
偶
々
寛
裳
羽
衣
曲
を
思
い
出
し
て
書
き
留
め
た
も
 
 

の
が
こ
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
。
（
貼
）
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。
（
旦
）
侍
女
よ
、
取
っ
て
来
て
下
さ
い
。
（
老
旦
が
返
事
を
し
て
退
場
し
、
曲
譜
を
持
っ
て
 
 

登
場
）
 
こ
れ
が
曲
譜
で
す
。
（
旦
が
受
け
取
る
介
）
仙
女
様
、
曲
譜
は
取
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
た
だ
や
は
り
書
き
直
し
た
方
が
良
さ
そ
う
で
 
 

す
。
（
貼
）
ど
う
し
て
で
す
か
？
 
（
旦
）
ご
覧
下
さ
い
、
【
黄
鴬
児
】
曲
譜
の
字
面
は
乱
れ
、
曖
昧
で
途
切
れ
が
ち
、
み
な
涙
の
痕
が
潜
ん
 
 

で
い
ま
す
。
 
 

（
貼
）
そ
れ
は
一
向
に
構
い
ま
せ
ん
。
（
旦
が
曲
譜
を
手
渡
す
介
）
で
は
、
婦
蛾
様
へ
お
渡
し
い
た
だ
き
、
夢
の
中
で
ひ
そ
か
に
書
い
た
も
 
 

の
な
の
で
、
．
音
節
に
誤
り
が
多
く
、
訂
正
が
必
要
だ
と
お
伝
え
下
さ
い
。
（
貼
）
承
知
し
ま
し
た
。
で
は
、
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
。
（
貼
 
 

が
曲
譜
を
持
っ
て
退
場
）
（
旦
）
侍
女
よ
、
門
を
閉
め
て
、
私
に
つ
い
て
お
い
で
。
（
退
場
）
（
老
旦
が
返
事
を
す
る
介
を
し
、
旦
に
つ
い
て
退
場
）
 
 

（
貼
）
 
寛
裳
羽
衣
曲
の
成
立
か
ら
完
成
に
至
る
経
緯
を
、
 
 

（
旦
）
 
ど
う
し
て
婦
蛾
様
が
仔
細
に
知
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
 

（
貼
）
 
今
聞
け
ば
、
玉
妃
様
が
し
き
り
に
こ
の
曲
を
悲
し
ま
れ
る
の
も
道
理
。
 
 

（
旦
）
 
月
下
に
仔
む
美
人
 
（
玉
妃
）
 
は
、
一
体
誰
を
待
つ
の
で
し
ょ
う
。
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【
錮
駅
曲
】
【
双
玉
供
】
【
玉
胞
肛
】
（
雑
が
実
の
将
軍
に
扮
し
、
二
人
の
侍
従
が
生
の
乗
っ
た
馬
を
引
き
、
丑
が
随
行
し
て
登
場
）
（
合
唱
）
今
上
陛
下
が
明
 
（
1
）
（
1
）
 
皇
を
お
迎
え
し
、
ご
帰
還
を
促
し
て
車
列
や
儀
伎
が
並
ぶ
。
明
皇
が
成
都
を
離
れ
て
杜
鴇
の
声
は
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
こ
の
長
安
に
 
 

は
ま
だ
庶
民
の
流
離
の
悲
哀
が
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
【
五
供
養
】
長
安
の
山
河
は
変
わ
り
な
く
、
再
び
皇
朝
の
風
光
を
見
る
こ
と
 
 

が
で
き
て
嬉
し
い
限
り
。
（
多
数
の
民
人
が
登
場
し
、
脆
い
て
明
皇
を
出
迎
え
る
介
）
扶
風
県
の
民
人
が
明
皇
陛
下
を
お
迎
え
に
上
が
り
ま
し
た
。
 
 

（
生
）
お
迎
え
ご
苦
労
。
帰
っ
て
よ
い
ぞ
。
（
民
人
が
地
に
ぬ
か
ず
い
て
「
万
歳
」
を
叫
ん
で
退
場
）
（
生
が
民
人
と
舞
台
を
行
く
介
）
【
玉
胞
肛
】
村
の
長
老
が
 
 

次
々
に
や
っ
て
来
て
は
、
わ
れ
が
ち
に
道
を
遮
り
、
地
に
ぬ
か
ず
い
て
一
斉
に
「
万
歳
」
を
叫
ぶ
。
 
 

（
丑
）
陛
下
に
申
し
上
げ
ま
す
。
日
も
暮
れ
ま
し
た
の
で
、
ど
う
か
御
車
を
鳳
儀
宮
に
お
駐
め
な
さ
い
ま
す
よ
う
。
（
生
が
馬
か
ら
下
り
 
 
 

る
介
）
兵
士
達
は
外
で
待
機
す
る
よ
う
に
。
（
兵
）
了
解
し
ま
し
た
。
（
退
場
〓
生
が
中
に
入
る
介
）
高
力
士
よ
、
こ
こ
か
ら
馬
蒐
ま
で
ど
れ
 
 
 

く
ら
い
の
道
の
り
か
？
 
（
丑
）
ほ
ん
の
百
里
余
り
（
約
五
十
k
m
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
生
）
以
前
に
命
令
を
出
し
、
地
方
官
に
貴
妃
の
 
 
 

墓
を
作
ら
せ
た
が
、
お
前
は
夜
を
日
に
継
い
で
先
に
往
き
、
工
事
を
進
捗
さ
せ
、
朕
の
到
着
時
に
改
葬
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
 
 
 

だ
。
（
丑
）
承
知
し
ま
し
た
。
「
私
は
暫
く
こ
の
風
儀
宮
を
離
れ
、
先
に
馬
蒐
へ
参
り
ま
す
。
」
（
退
場
）
（
侍
従
が
ひ
そ
か
に
退
場
）
（
生
）
「
朕
 
 
 

は
に
わ
か
に
四
川
を
出
発
し
て
東
方
の
長
安
へ
帰
る
道
す
が
ら
、
こ
の
鳳
儀
宮
に
車
を
駐
め
て
夕
陽
に
対
し
て
い
る
。
思
え
ば
、
 
 
 

注
 
 

原
文
は
「
不
成
比
目
先
遭
難
、
折
鴛
喬
説
甚
仙
班
」
。
唐
・
慮
照
榔
「
長
安
古
意
」
に
「
得
成
比
目
何
辞
死
、
願
作
鴛
喬
不
羨
仙
」
と
。
 
 

原
文
は
「
朱
絃
巳
断
」
。
朱
絃
は
赤
い
締
、
夫
婦
の
縁
に
喩
え
る
。
唐
・
李
復
言
『
続
幽
怪
録
』
巻
四
「
定
婚
店
」
に
「
（
老
人
）
日
、
赤
 
 

縄
子
耳
。
以
繁
夫
妻
之
足
」
 
と
。
 
 

『
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蒙
塵
し
た
昨
年
は
こ
こ
で
土
地
の
父
老
が
差
し
出
し
た
麦
飯
を
食
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
に
涙
で
衣
が
濡
れ
る
。
」
 
 
 

朕
が
萄
へ
行
幸
し
て
か
ら
、
覚
え
ず
一
年
余
り
が
経
っ
た
。
そ
の
間
、
幸
い
に
長
安
の
秩
序
が
回
復
し
、
こ
こ
ま
で
帰
っ
て
来
た
 
 

が
、
こ
の
離
宮
の
寂
れ
た
様
、
夕
暮
れ
の
俺
び
し
さ
を
見
れ
ば
、
本
当
に
心
が
痛
む
。
 
 

【
灘
破
金
字
令
】
夕
暮
れ
近
く
、
庭
に
は
薄
霧
が
立
ち
込
め
る
。
物
静
か
な
夜
、
鐘
の
音
が
風
の
さ
や
ぎ
に
消
え
て
ゆ
く
。
こ
の
愁
い
 
 

に
悩
む
私
を
、
誰
が
目
に
留
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う
？
 
こ
れ
で
も
十
分
に
愁
い
に
耐
え
難
い
の
に
、
ま
し
て
捨
の
向
こ
う
か
ら
名
月
が
 
 

出
て
く
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。
月
光
は
寂
し
く
人
気
の
な
い
階
段
を
照
ら
し
、
ひ
っ
そ
り
と
青
い
苔
を
照
ら
し
て
ゆ
く
。
私
は
一
人
で
歩
 
 

け
ば
悲
哀
が
一
層
増
し
、
両
頬
に
流
れ
る
涙
を
し
き
り
に
ぬ
ぐ
う
。
万
感
の
思
い
は
尽
き
ず
、
全
く
や
る
せ
な
い
。
 
 
 

朕
は
こ
の
名
月
に
対
し
て
、
貴
妃
の
冷
た
い
む
く
ろ
が
埋
め
ら
れ
た
侍
し
い
墓
を
思
い
出
し
、
益
々
心
が
痛
む
！
 
 

【
夜
雨
打
梧
桐
】
霜
や
雪
の
よ
う
に
白
く
照
ら
す
月
光
も
、
貴
妃
の
冷
た
い
墓
中
ま
で
は
照
ら
さ
な
い
。
本
当
に
心
が
痛
む
。
こ
う
し
 
 

て
一
人
で
月
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
急
に
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
な
た
と
偶
に
離
れ
れ
ば
、
片
時
で
も
耐
え
難
か
っ
た
の
に
、
 
 

ま
し
て
今
日
、
そ
な
た
と
永
遠
に
生
死
を
隔
て
て
い
る
の
で
は
尚
更
だ
。
（
泣
く
介
）
貴
妃
よ
、
当
時
は
結
婚
の
誓
い
と
し
て
そ
な
た
に
金
 
 

叙
と
細
盆
を
与
え
た
が
、
ま
さ
か
そ
れ
が
殉
葬
の
品
に
な
ろ
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
歓
楽
の
日
々
は
も
う
来
な
い
が
、
た
だ
こ
 
 

の
金
紋
と
鍋
倉
は
ど
う
し
て
こ
の
世
に
留
め
ら
れ
ず
、
地
下
に
埋
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
？
 
 

（
欺
く
介
）
あ
あ
、
貴
妃
よ
、
貴
妃
。
そ
な
た
の
生
前
の
声
や
顔
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
、
ど
う
し
て
忘
れ
ら
れ
よ
 
 

ー
ヘ
ノ
ー
・
 
 

－
灘
破
金
字
令
】
【
換
頭
】
彼
女
が
愛
く
る
し
く
眉
を
肇
め
て
笑
う
よ
う
な
風
情
は
二
度
と
来
な
い
な
ど
と
言
わ
な
い
で
欲
し
い
。
少
し
 
 

怒
っ
た
赤
い
顔
に
涙
眼
を
物
憂
く
見
上
げ
る
姿
で
さ
え
、
千
金
出
し
て
も
ど
こ
で
購
え
る
も
の
か
。
た
と
え
別
に
美
人
が
い
た
と
し
て
 
 

も
、
そ
れ
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
彼
女
の
よ
う
に
意
気
投
合
し
て
、
思
い
を
分
か
ち
合
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
 
 

て
く
れ
ば
、
呆
然
と
す
る
ば
か
り
。
思
え
ば
貴
妃
亡
き
今
、
朕
一
人
が
生
き
て
も
死
ん
だ
に
等
し
い
。
も
し
朕
の
死
後
貴
妃
に
逢
え
る
 
 

『
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の
な
ら
、
こ
の
世
に
強
い
て
生
き
残
る
よ
り
も
ま
し
で
は
な
い
か
。
一
人
で
生
き
て
も
醜
い
形
骸
を
さ
ら
す
だ
け
、
残
余
の
人
生
な
ど
 
 

死
ん
だ
も
同
然
だ
。
ひ
た
す
ら
願
わ
く
は
、
速
や
か
に
こ
の
世
に
離
別
し
、
あ
の
世
に
行
っ
て
、
貴
妃
と
地
中
に
連
理
樹
を
埴
え
た
い
 
 

も
の
だ
。
 
 
 

思
え
ば
あ
の
年
の
七
夕
、
貴
妃
と
共
に
牽
牛
織
女
に
永
遠
の
誓
い
を
立
て
た
の
に
、
今
宵
の
月
光
の
下
、
朕
一
人
が
こ
こ
に
生
き
 
 

残
ろ
う
と
は
！
 
 

【
夜
雨
打
梧
桐
】
あ
の
日
、
長
生
殿
の
玉
階
の
下
で
、
二
人
は
頬
寄
せ
て
さ
さ
や
き
交
わ
し
た
。
二
人
の
心
は
一
つ
に
な
り
、
永
遠
の
 
 

情
愛
を
誓
っ
た
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
誰
知
ろ
う
、
あ
の
夜
は
二
星
が
並
ん
で
二
人
を
照
ら
し
て
い
た
の
が
、
今
夜
は
月
一
つ
だ
け
が
出
 
 

て
く
る
な
ん
て
。
時
世
は
移
ろ
い
、
環
境
は
変
わ
り
、
人
事
も
刷
新
し
た
。
月
よ
、
月
、
二
人
が
誓
い
を
立
て
た
時
、
お
前
も
一
緒
に
 
 

聞
い
た
は
ず
だ
し
、
七
夕
の
鵠
橋
の
ほ
と
り
に
は
帰
城
様
も
お
ら
れ
た
の
に
、
ど
う
し
て
二
人
の
再
会
を
ず
る
ず
る
と
引
き
延
ば
さ
れ
 
 

る
の
で
す
か
。
か
の
牽
牛
織
女
の
証
人
を
催
促
し
て
、
我
ら
の
金
叙
と
鈍
会
の
永
遠
の
誓
い
を
団
円
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
 
 

（
侍
従
が
登
場
）
夜
も
更
け
ま
し
た
。
天
子
様
に
は
宮
殿
に
入
っ
て
お
休
み
を
。
 
 

注
 
 

（
l
）
原
文
は
「
離
南
京
不
聴
醜
噂
、
伯
西
京
尚
有
鴻
哀
」
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
〇
、
粛
宗
至
徳
二
載
の
項
に
「
以
萄
郡
為
南
京
、
鳳
翔
為
西
 
 
 

（
生
）
 
銀
河
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
た
ゆ
た
い
、
月
は
し
ら
じ
ら
輝
く
中
、
 
 

万
乗
の
君
た
る
天
子
は
寂
し
く
萄
か
ら
還
御
す
る
。
 
 

今
や
貴
妃
の
芳
香
や
艶
姿
は
夢
の
よ
う
に
消
え
失
せ
、
 
 

そ
の
霊
魂
は
杜
絶
と
共
に
飛
ん
で
行
く
。
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【
鍼
摘
〓
梨
花
児
】
（
副
浄
が
駅
役
人
に
扮
し
て
登
場
）
私
は
駅
役
人
と
し
て
は
い
い
加
減
で
、
付
け
届
け
を
欠
い
て
は
い
つ
も
罰
を
受
け
て
 
 

い
ま
す
。
今
日
御
車
が
到
着
す
る
と
は
冗
談
じ
ゃ
な
い
、
や
っ
、
ミ
ス
が
あ
ろ
う
も
の
な
ら
殺
さ
れ
て
し
ま
う
ぞ
。
 
 
 

私
は
馬
鬼
の
駅
役
人
、
小
さ
い
頃
か
ら
こ
の
役
所
で
働
い
て
い
ま
す
。
駅
務
の
筆
頭
に
な
り
、
馬
鬼
駅
の
長
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。
 
 
 

こ
こ
は
陸
路
の
要
衝
で
職
務
は
多
忙
で
す
が
、
臨
時
収
入
も
多
い
の
が
嬉
し
い
で
す
。
定
期
の
上
納
分
か
ら
は
幾
ら
か
上
前
を
は
 
 
 

ね
、
決
算
報
告
で
も
馬
の
数
を
ご
ま
か
し
ま
す
。
日
々
の
手
当
や
月
々
の
役
所
の
経
費
、
食
費
も
差
し
引
き
ま
す
。
私
が
び
び
る
 
 
 

の
は
上
級
役
人
の
査
察
、
恐
れ
る
の
は
ピ
ン
ハ
ネ
し
た
囚
人
や
下
級
役
人
で
す
。
苦
役
の
免
除
を
金
で
買
う
規
則
を
設
け
、
月
給
 
 
 

を
巻
き
上
げ
て
は
脅
し
を
掛
け
て
い
ま
す
。
駅
務
に
欠
員
が
出
る
よ
う
だ
と
、
い
つ
も
大
慌
て
で
す
。
今
や
大
仕
事
が
目
前
に
 
 
 

迫
っ
て
い
ま
す
。
太
上
皇
様
が
こ
の
馬
蒐
駅
に
御
車
を
駐
め
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
大
急
ぎ
で
各
種
の
職
人
を
集
め
、
 
 
 

駅
舎
の
周
囲
を
き
れ
い
に
し
ま
し
た
。
更
に
は
貴
妃
墓
を
改
葬
し
、
新
し
い
墳
墓
を
建
て
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
は
人
夫
が
貴
妃
様
 
 
 

の
玉
体
を
の
ぞ
き
見
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
別
に
女
工
四
百
名
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
高
力
士
様
は
既
に
到
着
さ
れ
、
工
 
 
 

事
を
急
ぐ
よ
う
に
せ
き
立
て
て
い
る
と
の
こ
と
、
も
し
工
事
が
少
し
で
も
遅
れ
れ
ば
、
（
薄
絹
の
官
帽
を
は
じ
く
介
）
こ
の
お
つ
む
が
飛
ん
 
 
 

で
、
背
丈
が
一
尺
短
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
よ
。
（
末
が
駅
役
人
に
扮
し
て
登
場
〓
会
う
介
）
親
方
、
職
人
ら
は
す
で
に
揃
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
 
 
 

安
心
を
、
心
配
は
無
用
で
す
。
（
副
浄
）
女
工
の
ほ
う
は
？
 
（
末
）
現
在
、
四
百
名
の
女
工
が
駅
門
に
集
合
し
て
い
ま
す
。
（
副
浄
）
す
 
 
 

ぐ
に
呼
び
入
れ
よ
。
（
末
が
呼
び
入
れ
る
介
）
女
工
ど
も
、
歩
け
。
（
貼
、
浄
、
雑
が
村
の
女
に
扮
し
、
丑
は
ち
ょ
び
髭
を
つ
け
た
女
に
扮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
鍬
 
 
 

や
鋤
を
持
っ
て
登
場
）
私
ら
は
地
元
の
村
の
女
、
墓
の
改
葬
に
当
た
り
ま
す
。
（
会
う
介
）
女
工
達
が
ご
挨
拶
し
ま
す
。
（
末
）
起
て
、
点
呼
 
 

京
、
西
京
為
中
京
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
西
京
」
は
東
都
洛
陽
に
比
し
て
述
べ
た
も
の
と
解
し
、
「
長
安
」
と
訳
す
る
。
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を
取
る
。
（
副
浄
が
点
呼
を
取
る
介
）
周
お
ば
さ
ん
。
（
浄
が
応
じ
る
）
（
副
浄
）
呉
ば
あ
さ
ん
。
（
貼
が
応
じ
る
）
（
副
浄
）
太
め
の
鄭
さ
ん
。
（
雑
が
応
 
 

じ
る
）
（
副
浄
）
尤
ね
え
さ
ん
。
（
丑
が
口
を
覆
い
、
し
な
だ
れ
て
応
じ
る
介
を
す
る
）
（
副
浄
が
し
げ
し
げ
見
る
介
を
す
る
）
お
や
、
ど
う
し
て
こ
の
女
は
 
 

口
を
覆
っ
て
答
え
る
の
だ
？
 
ち
ょ
つ
と
怪
し
い
ぞ
。
駅
夫
、
代
わ
り
に
見
て
こ
い
。
（
末
が
返
事
を
し
、
丑
の
手
を
引
っ
張
り
、
開
け
て
見
る
 
 

介
）
親
方
、
髪
が
あ
り
ま
す
。
（
副
浄
）
お
前
は
男
か
、
女
か
？
（
丑
）
女
で
す
わ
。
（
副
浄
）
女
の
髪
が
口
に
生
え
る
も
の
か
。
う
そ
を
 
 

（
末
が
返
事
を
し
て
丑
を
調
べ
、
お
ど
け
る
介
を
す
る
）
親
方
、
こ
の
秦
野
郎
は
ニ
 
 

言
え
。
駅
夫
、
や
つ
の
ズ
ボ
ン
を
ま
さ
ぐ
つ
て
み
よ
ー
・
 
 

セ
女
工
で
す
ぜ
。
（
副
浄
）
お
お
、
何
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
天
子
様
の
御
用
で
、
い
い
加
減
に
は
で
き
ぬ
。
幸
い
に
俺
様
が
注
意
 
 

深
く
て
よ
か
っ
た
が
、
も
し
皇
帝
に
こ
の
こ
と
が
見
つ
か
れ
ば
、
あ
や
う
く
こ
の
首
が
飛
ん
で
、
お
前
の
秦
の
上
に
乗
っ
か
る
と
 
 

（
丑
）
親
方
の
人
集
め
が
急
で
、
こ
の
村
で
は
三
百
九
十
九
名
は
集
ま
り
ま
し
た
が
、
一
 
 

こ
ろ
だ
っ
た
。
打
て
、
打
ち
す
え
よ
ー
・
 
 

名
だ
け
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
仮
に
数
合
わ
せ
を
し
た
の
で
す
。
明
日
取
り
換
え
れ
ば
良
い
の
で
は
。
（
副
浄
）
や
む
を
得
ん
、
早
く
 
 

こ
い
つ
を
打
ち
す
え
て
追
い
出
せ
。
（
末
が
応
じ
、
丑
を
打
ち
す
え
て
退
場
）
（
副
浄
が
皆
を
見
て
笑
う
介
）
今
の
で
俺
様
は
疑
念
が
湧
い
て
き
た
 
 

ぞ
。
お
前
ら
も
女
じ
ゃ
な
い
の
じ
や
な
い
か
。
（
皆
が
笑
う
介
）
私
達
は
み
な
女
で
す
。
（
副
浄
）
口
で
は
信
用
で
き
ぬ
。
俺
様
が
皆
を
手
 
 

で
さ
ぐ
つ
て
み
て
、
そ
れ
で
信
じ
る
こ
と
に
す
る
。
（
副
浄
が
皆
を
ま
さ
ぐ
り
、
皆
が
逃
げ
隠
れ
て
笑
う
介
を
す
る
〓
浄
）
親
方
の
辛
が
長
く
伸
び
 
 

い
し
も
ち
 
 

て
、
お
か
し
な
こ
と
。
（
雑
）
た
っ
た
今
、
刷
毛
に
触
っ
た
と
こ
ろ
、
（
副
浄
）
石
首
魚
の
臭
い
が
手
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
わ
い
。
（
貼
）
 
 

部
屋
に
持
っ
て
行
っ
て
酒
の
肴
に
し
ま
す
か
。
（
お
ど
け
る
介
）
（
老
旦
が
舞
台
の
袖
に
登
場
）
「
私
は
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
を
天
子
に
差
し
上
 
 

げ
よ
う
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
鍬
を
手
に
し
て
女
工
と
し
て
働
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
」
私
は
王
婆
さ
ん
、
楊
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
を
 
 

拾
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
見
物
人
が
争
っ
て
見
に
来
た
の
で
、
し
こ
た
ま
金
儲
け
し
ま
し
た
。
今
聞
け
ば
、
上
皇
陛
下
が
帰
ら
 
 

れ
た
と
の
こ
と
、
一
つ
は
宮
中
の
物
を
私
蔵
す
れ
ば
災
い
の
種
に
な
ろ
う
し
、
二
つ
は
こ
の
錦
の
足
袋
を
献
上
す
れ
ば
、
ご
褒
美
 
 

を
た
ん
と
い
た
だ
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
う
ま
い
具
合
に
馬
鬼
駅
で
女
工
を
募
集
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
名
に
加
わ
り
、
改
 
 

葬
が
終
わ
っ
た
ら
足
袋
を
献
上
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
は
も
う
駅
の
前
。
（
末
が
登
場
し
、
会
う
介
）
そ
こ
の
婆
さ
ん
、
何
し
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に
来
た
の
だ
？
 
（
老
旦
）
女
工
に
な
り
に
来
ま
し
た
。
（
末
）
待
っ
て
お
れ
。
（
中
に
入
る
介
）
親
方
、
女
工
に
な
り
た
い
と
い
う
婆
さ
 
 

ん
が
外
に
来
て
お
り
ま
す
。
（
副
浄
）
呼
ん
で
来
い
。
（
末
が
出
て
、
老
旦
を
呼
び
入
れ
、
会
わ
せ
る
介
）
（
副
浄
）
お
前
が
女
工
に
な
り
た
い
と
い
 
 

う
者
か
？
 
（
老
旦
）
左
様
で
す
。
（
副
浄
）
見
た
と
こ
ろ
、
お
前
は
年
を
取
り
す
ぎ
て
仕
事
は
で
き
ま
い
。
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
今
一
名
 
 

足
り
ず
、
急
に
は
見
つ
か
ら
ぬ
の
で
、
お
前
を
頭
数
に
入
れ
よ
う
。
お
前
の
名
は
？
 
（
老
旦
）
王
婆
さ
ん
と
い
い
ま
す
。
（
副
浄
）
よ
 
 

し
、
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
で
周
、
呉
、
鄭
、
王
の
四
姓
が
揃
っ
た
。
お
前
達
四
人
は
組
頭
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
女
工
九
十
九
人
を
 
 

受
け
持
ち
、
駅
舎
内
で
墓
の
掘
り
方
を
訓
練
し
、
陛
下
の
ご
到
着
を
待
つ
の
だ
。
（
衆
）
分
か
り
ま
し
た
。
（
そ
れ
ぞ
れ
見
て
お
ど
け
る
介
 
 

を
す
る
）
（
副
浄
）
お
前
達
は
そ
れ
ぞ
れ
鋤
・
鍬
を
手
に
持
て
、
こ
の
俺
様
が
一
つ
自
ら
指
導
し
て
や
ろ
う
。
（
皆
が
応
じ
、
各
自
が
鋤
・
鍬
を
 
 

手
に
す
る
。
副
浄
が
手
本
を
示
す
し
ぐ
さ
、
皆
が
ま
ね
を
す
る
介
を
す
る
）
 
（
副
浄
）
 
 

【
事
前
柳
】
鍬
や
鋤
を
手
に
持
ち
、
墓
土
を
掘
る
に
も
掘
り
方
が
あ
る
。
貴
妃
様
の
玉
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
注
意
深
く
黄
土
を
 
 

払
い
除
け
よ
。
（
合
唱
）
み
ん
な
練
習
し
て
、
墓
掘
り
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
天
子
の
ご
下
命
で
あ
り
、
決
し
て
誤
り
が
 
 

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 

（
皆
）
親
方
、
我
ら
は
、
 
 

な
り
わ
い
 
 

【
前
腔
】
田
舎
で
野
良
仕
事
を
生
業
と
し
て
お
り
、
泥
土
い
じ
り
に
は
慣
れ
て
お
り
ま
す
。
注
意
を
払
っ
て
一
斉
に
力
を
入
れ
て
墓
を
 
 

掘
っ
て
も
、
ど
う
し
て
疲
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
合
唱
、
同
前
）
 
 

（
副
浄
）
 
で
は
、
駅
の
裏
手
へ
行
っ
て
、
徹
夜
で
掘
り
起
こ
す
の
だ
。
（
皆
が
返
事
を
す
る
介
）
 
 

貴
妃
様
の
尊
顔
は
空
し
く
馬
鬼
の
塵
土
に
覆
わ
れ
、
 
 

玄
宗
と
の
情
愛
の
日
々
は
過
ぎ
ゆ
き
、
月
日
が
新
し
く
流
れ
る
。
 
 

夜
明
け
に
貴
妃
墓
の
あ
る
平
原
に
祭
壇
を
設
け
、
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（
※
）
本
稿
校
正
め
最
中
に
、
岩
城
秀
夫
先
生
訳
『
長
生
殿
』
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
七
三
一
、
二
〇
〇
四
年
十
月
）
 
が
刊
行
さ
れ
た
。
 
 

明
・
湯
顕
祖
『
還
魂
記
』
、
清
・
孔
尚
任
『
桃
花
扇
』
を
始
め
と
し
て
、
数
多
く
の
明
清
戯
曲
・
随
筆
の
翻
訳
を
辛
が
け
ら
れ
、
 
 

『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
『
中
国
古
典
劇
の
研
究
』
は
も
と
よ
り
、
中
国
文
学
研
究
全
般
に
亘
っ
て
専
著
を
公
刊
さ
れ
て
い
る
斯
 
 

学
の
碩
学
が
、
醇
雅
な
文
体
で
『
長
生
殿
』
訳
を
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
中
国
戯
曲
研
究
の
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
 
 

研
究
者
の
末
席
に
加
わ
る
者
と
し
て
誠
に
喜
ば
し
く
、
且
つ
誇
ら
し
く
思
う
。
今
回
は
時
間
の
関
係
上
、
先
生
の
ご
労
作
の
参
 
 

照
と
反
映
が
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
浅
学
の
拙
訳
は
文
体
や
言
い
回
し
等
、
学
界
に
公
開
さ
れ
た
こ
の
『
長
生
殿
』
訳
に
 
 

多
く
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

上
皇
の
御
車
が
再
び
来
臨
す
る
の
を
共
に
仰
ぎ
見
る
。
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