
古
代
中
国
に
お
け
る
刀
剣
観
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
－
漠
代
以
前
の
歴
史
書
・
小
説
を
中
心
に

酒
　
井

利
　
信

は
じ
め
に

　
従
来
の
研
究
で
、
日
本
文
化
を
身
体
の
技
術
を
も
含
め
て
論
及
し
た
も

の
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
我
が

国
は
武
士
の
時
代
が
長
く
、
必
然
的
に
、
特
に
近
世
剣
術
か
ら
は
優
れ
た

文
化
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
身
体
技
術
を

伴
っ
た
文
化
性
が
存
在
す
る
。
か
つ
、
武
家
社
会
が
歴
史
に
占
め
る
割
合

を
考
え
る
と
、
日
本
文
化
論
、
日
本
思
想
史
に
お
け
る
こ
れ
に
関
す
る
研

究
の
重
要
性
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
提
起
を
近
世
剣
術

か
ら
は
じ
め
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
様
々
な
文
化
を
総
合
的
に
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
文
化
的
要
素
の
一
つ
と
し

て
、
刀
剣
を
一
種
神
聖
視
す
る
よ
う
な
観
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
剣
術
に
お

け
る
技
術
観
に
も
深
く
介
入
し
て
い
っ
た
。
本
論
は
、
こ
の
刀
剣
に
関
す

る
観
念
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
刀
剣
観
は
、
剣
術
に
の
み
係
わ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ

は
、
信
仰
、
宗
教
、
政
治
、
社
会
制
度
、
心
理
面
を
伴
っ
た
技
術
、
な
ど

と
い
っ
た
一
見
無
関
係
に
見
え
る
事
象
を
象
徴
的
に
刀
剣
に
集
約
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
ω
。
本
来
的
に
は
殺
人
の
道
具
で
あ
る
刀
剣
が
、
長
く
人
々

の
精
神
世
界
に
入
り
込
ん
で
き
た
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
刀
剣
観
は
様
々
な
事
象
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
観
る
こ
と
に
よ
り
、
刀
剣
を
中
心
に
広
が
る
人
々
の
精
神
世

界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
こ
う
い
っ
た

刀
剣
観
は
日
本
独
自
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し

て
言
う
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
特
に
古
代
中
国
や
朝

鮮
に
は
、
日
本
に
お
け
る
宝
剣
伝
説
の
類
と
酷
似
し
た
伝
承
が
多
く
み
ら

れ
る
。
こ
こ
に
、
刀
剣
観
に
関
す
る
問
題
を
東
ア
ジ
ア
全
体
の
問
題
に
広

げ
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。

　
本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
古
代
中
国
に
焦
点
を

当
て
、
中
国
に
お
け
る
刀
剣
観
の
原
初
的
形
態
を
垣
閻
見
る
べ
く
、
そ
の

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
尚
、
時
代
的
に
は
、
論
旨
の
都
合
上
六
朝
期
に
ま
た
が
る
場
合
も
あ

る
が
、
基
本
的
に
は
漢
代
以
前
を
対
象
と
す
る
②
。
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こ
れ
に
関
す
る
先
行
研
究
も
決
し
て
多
く
な
い
が
、
福
永
光
司
氏
㈹
、
清

田
圭
一
氏
㈹
、
三
品
彰
英
氏
⑤
な
ど
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

数
少
な
い
大
陸
の
刀
剣
観
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
特
に
中
国
に
関
係
し

て
洗
練
さ
れ
た
理
論
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
福
永
氏
の
も
の
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
特
に
道
教
思
想
に
精
通
し
て
お
り
、
こ
れ
を
基

盤
に
論
を
展
開
す
る
。
氏
の
研
究
は
、
筆
者
と
は
立
場
を
異
に
し
論
旨
そ

の
も
の
が
異
な
る
が
、
一
連
の
研
究
に
お
け
る
史
料
の
扱
い
と
そ
の
解

釈
、
時
代
の
区
分
な
ど
に
お
い
て
大
き
な
示
唆
を
得
た
こ
と
を
こ
こ
に
明

記
し
て
お
き
た
い
。

『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
み
る
刀
剣

　
　
（
こ
高
祖
と
斬
蛇
剣

　
「
吾
、
布
衣
を
以
て
、
三
尺
の
剣
を
持
ち
て
天
下
を
取
れ
り
。

命
に
非
ず
や
。
」
㈹

此
れ
天

　
こ
の
一
節
は
『
史
記
』
が
語
る
漢
の
高
祖
一
甲
9
ま
－
甲
9
8
）
死
の

直
前
の
言
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
中
国
に
お
け
る
刀
剣
観
の
原
点
が
あ
る
よ

ろ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
史
記
』
は
、
前
漢
の
司
馬
遷
が
紀
元
前
九
十
一
年
に
著
し
た
中
国
最

初
の
通
史
で
あ
る
。
全
百
三
十
巻
か
ら
な
る
が
、
こ
の
中
で
特
に
注
目
さ

れ
る
の
が
「
高
祖
本
紀
」
に
記
さ
れ
た
高
祖
と
斬
蛇
剣
の
謂
で
あ
る
。
こ

の
謂
は
、
『
西
女
雑
記
』
ω
、
『
古
今
刀
剣
録
』
㈹
、
『
晋
書
』
⑨
、
『
通
典
』
仰
、

『
異
苑
』
ω
等
の
後
世
の
文
献
に
お
い
て
も
、
更
に
日
本
に
お
い
て
も
刀
剣
に

着
目
す
る
際
に
は
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ω
。
そ
こ
で
は
、
時
に
は
神
秘
的

に
、
ま
た
時
に
は
何
ら
か
の
付
加
価
値
を
も
っ
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　
先
に
あ
げ
た
一
文
は
、
「
高
祖
本
紀
」
の
結
末
部
分
に
あ
た
る
。
し
か

し
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
何
故
か
こ
の
一
文
が
重
要
視
さ
れ
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
o
3
。

　
そ
れ
と
は
逆
に
、
次
の
一
節
は
ハ
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
注
目
さ
れ

る
件
で
あ
る
。
先
ず
は
こ
の
件
の
検
討
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。

　
高
祖
、
亭
長
を
以
て
、
懸
の
為
に
徒
を
鄭
山
に
送
る
。
徒
多
く
道
よ

り
亡
ぐ
。
自
ら
度
る
に
、
至
る
比
ほ
ひ
、
皆
之
を
亡
は
ん
と
。
豊
西
の

澤
中
に
到
り
、
止
ま
り
て
飲
す
。
夜
、
乃
ち
送
る
所
の
徒
を
解
き
縦
ち

て
日
く
、
公
等
皆
去
れ
、
吾
も
亦
此
よ
り
逝
ら
ん
、
と
。
徒
中
の
壮

士
、
従
は
ん
と
願
ふ
者
、
十
余
人
。
高
祖
、
酒
を
被
り
、
夜
、
澤
中
を

径
し
、
一
人
を
し
て
行
前
せ
し
む
。
行
前
す
る
者
還
り
て
報
じ
て
日

く
、
前
に
大
蛇
あ
り
、
径
に
当
る
。
願
は
く
は
還
れ
、
と
。
高
祖
酔
ひ

て
日
く
、
壮
士
行
く
、
何
ぞ
畏
れ
ん
、
と
。
乃
ち
前
み
て
剣
を
抜
き
、

撃
ち
て
蛇
を
斬
る
。
蛇
遂
に
分
れ
て
両
と
為
る
。
径
開
く
。
行
く
こ
と

数
里
、
酔
ひ
て
因
っ
て
臥
す
。
後
る
る
人
来
り
、
蛇
の
所
に
至
る
。
一

老
姫
有
り
、
夜
突
す
。
人
問
ふ
、
何
ぞ
突
す
る
、
と
。
姻
日
く
、
人
、

吾
が
子
を
殺
し
ぬ
、
故
に
之
を
突
す
、
と
。
人
日
く
、
姻
の
子
、
何
為

れ
ぞ
殺
さ
れ
た
る
、
と
。
姫
日
く
、
吾
が
子
は
白
帝
の
子
な
り
。
化
し

て
蛇
と
為
り
道
に
当
れ
り
。
今
、
赤
帝
の
子
に
之
を
斬
ら
れ
ぬ
。
故
に

芙
す
、
と
。
人
乃
ち
姫
を
以
て
誠
な
ら
ず
と
為
し
、
之
を
答
た
ん
と
欲
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す
。
姻
因
っ
て
忽
ち
見
え
ず
。
後
る
る
人
至
る
。
高
祖
覚
む
。
後
る
る

人
、
高
祖
に
告
ぐ
。
高
祖
乃
ち
心
に
独
り
喜
び
自
ら
負
む
。
諸
々
の
従

ふ
者
、
日
に
益
々
之
を
畏
る
岬
。

　
こ
れ
は
、
高
祖
が
ま
だ
中
国
統
一
を
成
し
遂
げ
る
以
前
、
酒
水
の
亭
長

の
職
に
あ
っ
た
時
、
螂
山
に
公
役
の
人
夫
と
な
る
受
刑
者
を
護
送
す
る
途

中
、
逃
亡
者
が
相
次
ぎ
、
考
え
た
あ
げ
く
全
員
を
解
放
し
て
自
ら
も
所
在

を
隠
す
決
意
を
し
た
際
の
謹
で
あ
る
。
高
祖
に
従
う
こ
と
を
願
う
者
が
十

余
名
い
た
。
高
祖
は
酒
を
あ
お
り
な
が
ら
彼
ら
と
共
に
夜
の
道
を
行
っ
た

が
、
先
行
す
る
者
が
戻
っ
て
き
て
行
く
先
に
蛇
が
道
を
塞
い
で
い
る
の
で

引
き
返
し
た
方
が
良
い
旨
を
告
げ
た
。
し
か
し
高
祖
は
、
ほ
ろ
酔
い
加
減

で
「
壮
士
行
く
、
何
ぞ
畏
れ
ん
」
と
述
べ
、
剣
を
抜
い
て
蛇
を
斬
っ
た
。

こ
れ
が
俗
に
い
う
斬
蛇
剣
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
何
も
特
筆
す
べ
き
こ
と

の
な
い
文
脈
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
後
の
部
分
で
蛇
を
斬
っ
た
こ
と
へ

の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
。
後
か
ら
来
た
者
が
蛇
が
い
た
場
所
で
老
婆
に

出
会
う
。
老
婆
は
夜
と
い
う
の
に
泣
い
て
い
る
の
で
そ
の
理
由
を
尋
ね
る

と
、
子
供
が
殺
さ
れ
た
と
言
う
。
更
に
殺
さ
れ
た
理
由
を
尋
ね
る
と
、
自

分
の
子
は
白
帝
の
子
で
あ
り
蛇
に
化
け
て
道
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
赤
帝

の
子
に
斬
ら
れ
た
、
と
言
う
。
で
ま
か
せ
を
言
う
者
と
し
て
答
で
打
と
う

と
す
る
と
老
婆
は
消
え
た
。
こ
の
出
来
事
を
高
祖
に
報
告
す
る
と
、
　
「
高

祖
乃
ち
心
に
独
り
喜
び
自
ら
負
む
」
、
す
な
わ
ち
自
負
す
る
こ
と
が
あ
り
内

心
独
り
喜
ん
だ
。
つ
ま
り
、
赤
帝
の
子
一
H
高
祖
一
が
自
帝
の
子
一
H

蛇
一
。
を
斬
っ
た
と
い
う
状
況
か
ら
、
秦
を
滅
ぼ
し
天
下
を
取
る
の
は
自
分

で
あ
る
と
自
負
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
の
中
に
は
権
力
闘
争
に
ま
つ

わ
る
モ
チ
ー
フ
㈹
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
蛇
を
斬
る
こ
と
へ
の
意

味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
蛇
を
斬
る

こ
と
は
、
天
下
を
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
こ
に
あ
げ
た
件
か
ら
は
、
斬
蛇
剣
に
ま
つ
わ
る
記
述
の
モ
チ
ー
フ
は

理
解
出
来
る
。
し
か
し
、
剣
自
体
に
注
目
し
た
場
合
、
こ
の
剣
の
認
識

の
さ
れ
方
と
い
っ
た
も
の
は
浮
か
び
上
が
っ
て
来
に
く
い
。
つ
ま
り
、
こ

の
剣
が
ど
の
程
度
ま
で
超
越
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
極
端
に
言
え
ば
高

祖
が
天
下
を
取
れ
た
の
は
こ
の
剣
の
な
せ
る
わ
ざ
か
、
と
い
っ
た
問
題
で

あ
る
。
冒
頭
に
あ
げ
た
高
祖
死
の
直
前
の
一
文
は
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る

答
え
を
示
唆
す
る
。
　
「
吾
、
布
衣
を
以
て
、
三
尺
の
剣
を
持
ち
て
天
下
を

取
れ
り
。
」
（
私
は
無
位
無
官
の
平
民
か
ら
身
を
お
こ
し
、
三
尺
の
剣
を

持
っ
て
天
下
を
取
っ
た
。
一
こ
こ
で
は
、
高
祖
の
持
つ
斬
蛇
剣
は
、
武
力
に

よ
る
権
力
闘
争
を
勝
ち
抜
い
て
き
た
こ
と
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
他
に
武
器
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
ざ
わ
ざ
「
三
尺
の
剣
」
を
特

筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
武
器
と
し
て
の
機
能
は
高
く
評
価
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
史
記
』
が
語
る
斬
蛇
剣
は
、
そ
れ
以

上
の
何
ら
日
常
を
か
け
離
れ
た
超
越
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
、
　
「
此
れ
天
命
に
非
ず
や
」
と
い
う
一
句
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
権
力
闘
争
に
勝
ち
天
下
を
取
っ
た
の
は
天
命
、
天
の
意
志
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
剣
の
超
越
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
斬
蛇
剣
に
対

す
る
認
識
は
単
に
武
器
と
し
て
の
実
用
性
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な

か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
一
句
は
、
従
来
の
研
究
で
は
殆
ど
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
『
史
記
』
に
み
る
刀
剣
観
を
決
定
づ
け
る
非
常
に
重

要
な
一
句
で
あ
る
。
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時
の
王
た
る
者
が
天
命
に
従
う
と
い
う
の
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
至

極
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
権
力
闘
争
の
結
果
を
こ
れ
に
求
め
る
の
も

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
『
史
記
』
に
み
る
斬
蛇
剣
は
当
た
り
前
の
理
解
の
範

囲
内
で
し
か
な
い
。

　
原
伝
承
と
思
わ
れ
る
『
史
記
』
・
に
み
る
高
祖
の
斬
蛇
剣
は
、
後
世
に
語

ら
れ
る
ほ
ど
優
れ
て
超
越
的
で
は
な
く
、
ま
し
て
神
秘
的
で
も
な
い
。

　
（
二
）
斬
蛇
剣
の
そ
の
後
の
展
開

　
高
祖
の
斬
蛇
剣
に
限
ら
ず
刀
剣
の
武
器
と
し
て
の
優
れ
た
実
用
性
に
つ

い
て
は
、
古
来
頻
繁
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
㈹
。
例
え
ば
、
時
代

的
に
は
同
じ
前
漢
時
代
の
劉
向
の
著
し
た
『
説
苑
』
は
、
以
下
の
よ
う
に

記
す
。
　
「
干
将
鎮
螂
は
鐘
を
払
へ
ば
錘
せ
ず
、
物
を
試
む
れ
ば
知
ら
ず
、

刃
を
揚
ぐ
れ
ば
金
を
離
し
、
羽
を
斬
り
鉄
斧
を
契
す
、
こ
れ
至
利
な
り
。
」

岬
　
一
名
剣
干
将
鎮
螂
は
、
鐘
を
斬
り
払
え
ば
音
も
た
て
ず
に
斬
れ
、
金
属

を
斬
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
刃
を
揚
げ
て
み
て
は
じ
め
て
二
っ
に
分

か
れ
、
羽
の
よ
う
な
軽
い
物
で
も
斬
れ
る
し
、
鉄
斧
の
よ
う
な
物
で
も
斬

れ
る
。
全
く
よ
く
斬
れ
る
剣
で
あ
る
。
）
こ
の
時
点
に
限
っ
て
考
え
た
場

合
、
高
祖
の
斬
蛇
剣
は
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
優
れ
た
実
用
性

を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
刀
剣
一
般
を
反
映
す
る
形
で
『
史
記
』
に
描

か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
時
代
が
下
が
る
と
様
相
は
異
な
っ
て
く
る
。
『
史
記
』
の
時
点

で
は
、
例
え
ば
こ
の
剣
が
他
の
名
剣
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

天
命
に
従
っ
て
高
祖
は
蛇
を
斬
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
状
況
に
さ
し
て

変
わ
り
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
件
の
物
語
か
ら
時
聞
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
祖
の
斬
蛇
剣
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
る
よ
う
に

な
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
剣
が
皇
帝
の

位
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
顕
著
に
窺
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
福
永
光
司
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
大
筋
に
お
い
て
筆
者
も
異
議
を
唱
え

る
も
の
で
は
な
く
、
改
め
て
論
証
し
直
す
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の

で
、
氏
の
論
を
紹
介
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。
以
下
、
氏
の
論
述
を
引

用
し
て
み
る
。

（
斬
蛇
剣
は
）
緯
書
に
い
わ
ゆ
る
「
人
有
り
卯
金
刀
ω
、
天
鏡
を
握

る
」
の
鏡
と
同
じ
く
、
漢
王
朝
の
皇
帝
権
力
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
斬
蛇
の
剣
と

伝
国
の
璽
と
は
、
六
朝
時
代
に
は
「
剣
璽
」
と
い
う
言
葉
に
定
着
し
て

帝
王
の
権
力
を
象
徴
す
る
一
般
的
な
用
語
と
な
る
。
た
と
え
ば
南
斉
の

謝
眺
の
詩
に
、
「
炎
霊
〔
漢
の
王
朝
〕
、
剣
璽
を
遺
て
、
当
塗
、
龍
城
に

駿
く
」
と
歌
い
、
梁
の
沈
約
の
碑
文
に
安
陸
昭
王
の
死
を
悼
ん
で
「
出

納
〔
侍
中
の
職
〕
惟
れ
允
に
し
、
剣
璽
は
華
を
増
す
」
と
歌
っ
て
い
る

の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
梁
の
陶
弘
景
が
『
古
今
刀
剣
録
』
を

撰
し
、
夏
の
萬
王
か
ら
梁
の
武
帝
に
至
る
歴
代
帝
王
の
、
あ
る
い
は
国

を
鎮
め
、
．
あ
る
い
は
山
河
を
鎮
め
る
霊
剣
の
鋳
造
を
細
や
か
に
記
述
し

て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
宝
剣
神
剣
を
帝
王
権
力
の
象
徴
と
み
る
思

想
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
岬

福
永
氏
は
、
斬
蛇
剣
が
帝
王
の
権
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
力
説
す

る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
自
身
も
概
ね
こ
の
説
に
つ
い
て
は
賛
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同
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
権
力
の
象
徴
と

い
う
よ
り
は
帝
位
の
象
徴
と
理
解
し
た
い
。
引
用
に
あ
る
「
炎
霊
、
剣
璽

を
遺
て
」
㈱
と
い
う
一
文
は
、
字
義
か
ら
い
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
、
漢
の
王
が
帝
王
の
権
力
を
す
て
た
の
で
は
な
く
、
漢
の
王
が
帝
王
の

位
を
す
て
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
璽
」
が
「
し
る
し
」
似
の

意
を
持
ち
、
『
新
釈
漢
文
大
系
』
が
「
剣
璽
」
に
「
帝
位
」
と
注
し
て
い
る
㏄

こ
と
か
ら
も
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
た
解
釈
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
、
日
本
に
お
け
る
三
種
の
神
器
㈱
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
制
度

化
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
し
い
が
、
こ
こ
で
は
斬
蛇
剣
は
帝
位
を

象
徴
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、
道
教
思
想
に
つ
い
て
は
別
に
扱
う
機
会
が
あ
る
か
と
も
思
う

が
、
福
永
氏
榊
は
こ
れ
を
中
心
に
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
ど

う
し
て
も
道
教
的
に
剣
と
鏡
を
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
た
い
よ
う
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
東
晋
の
葛
洪

が
著
し
た
『
西
京
雑
記
』
に
は
、
「
漢
帝
相
伝
ふ
る
に
、
秦
王
子
嬰
奉
る
所

の
白
玉
璽
、
高
祖
白
蛇
を
斬
り
し
剣
を
以
て
す
。
」
㈱
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
斬
蛇
剣
と
玉
と
を
セ
ッ
ト
に
し
て
漢
帝
に
相
伝
し

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
氏
の
引
く
南
斉
の
謝
眺
の
詩
の

「
一
剣
）
璽
」
に
つ
い
て
、
『
新
釈
漢
文
大
系
』
は
「
た
ま
」
と
注
す
る

㈱
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
後
世
に
お
い
て
は
確
か
に
道
教
的

影
響
か
ら
か
剣
を
鏡
と
セ
ッ
ト
に
す
る
傾
向
は
あ
る
が
、
原
初
的
に
は
む

し
ろ
玉
と
セ
ッ
ト
に
し
て
帝
位
を
象
徴
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
る
も

の
で
は
な
い
。

　
斬
蛇
剣
が
何
と
対
に
な
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
こ
れ
が
帝
位

を
象
徴
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
象
徴
構
造
が
成
り
立
つ
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
剣
自
体
が
十
分
に
超
越
的
で
あ
り
、
あ
る
程
度
そ
れ

が
定
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
甚
だ
し
く
な
る
と
、

『
晋
書
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
斬
蛇
剣
が
独
り
で
に
飛
ん
で
行
っ
た

り
す
る
仰
。
こ
こ
ま
で
極
端
に
な
る
と
話
が
飛
躍
し
過
ぎ
る
が
、
既
に
斬

蛇
剣
は
他
の
剣
と
の
交
換
が
不
可
能
な
ま
で
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
言
え
よ
う
。

　
斬
蛇
剣
の
動
向
を
追
っ
た
た
め
、
取
り
上
げ
た
文
献
も
後
世
の
も
の
で

あ
り
、
次
の
時
代
で
あ
る
六
朝
時
代
に
ま
た
が
っ
て
の
検
討
に
な
っ
た

が
、
こ
こ
に
は
、
『
史
記
』
の
時
点
で
武
器
と
し
て
の
優
れ
た
実
用
性
に
お

い
て
の
み
認
識
さ
れ
て
い
た
斬
蛇
剣
が
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
、
帝
位

の
象
徴
に
ま
で
な
る
過
程
が
あ
る
。

一
一
　
『
越
絶
讐
』

に
み
る
刀
剣

　
（
一
）
楚
王
と
泰
阿
剣
　
－
剣
の
威
－

　
こ
れ
ま
で
に
、
武
的
認
識
か
ら
帝
位
を
表
現
す
る
象
徴
構
造
が
成
立
し

て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
出
発
点
で
あ
る
武
的
認
識
は
、
斬
蛇
剣

に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
刀
剣
一
般
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
こ
と
も
先

に
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
次
の
時
代
で
あ
る
六
朝
期
に
ま
た
が
っ
て
の
、
中

国
刀
剣
観
の
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
中
に
は
、
象
徴
構
造
が

成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
刀
剣
が
単
な
る
武
器
を
脱
し
、
そ
れ
を
超
え
る

何
ら
か
の
超
越
性
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
が
必
ず
あ
る
は
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ず
で
あ
る
。
時
間
的
に
前
後
す
る
が
㈱
、
こ
の
問
題
に
最
も
接
近
し
う
る

史
料
が
、
こ
こ
に
あ
げ
る
『
越
絶
書
』
で
あ
る
。

　
『
越
絶
書
』
は
、
後
漢
の
蓑
康
・
呉
平
が
著
し
た
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、

も
と
は
二
十
五
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
現
存
す
る
も
の
は
十
五
巻

一
十
九
編
一
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
春
秋
時
代
の
呉
・
越
の
興
亡
か
ら

後
漢
に
至
る
ま
で
の
事
柄
を
記
し
、
歴
史
と
小
説
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
古
代
中
国
の
刀
剣
観
に
お
い
て
は
刀
剣
の
産
地
が
重
視

さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
特
に
呉
・
越
の
地
は
優
れ
た
刀
剣
を
産
す
る
地
と

し
て
著
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、
周
代
の
制
度
を
記
し
た
現
存
最
古
の
行
政

法
典
と
い
わ
れ
る
『
周
礼
』
巻
第
十
一
「
考
工
記
」
は
、
「
鄭
の
刀
、
宋
の

斤
、
魯
の
削
、
呉
専
の
剣
、
其
の
地
を
遷
せ
ば
、
良
為
る
こ
と
能
わ
ず
。

地
気
然
る
な
り
」
㈱
と
述
べ
、
生
産
地
の
重
要
性
と
優
秀
な
剣
を
産
す
る

呉
歯
万
（
呉
・
越
一
の
地
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
荘
子
』
「
外
篇
、

刻
意
篇
、
第
十
五
」
は
、
「
夫
れ
干
越
の
剣
を
有
つ
者
は
、
押
一
厘
一
に
し

て
こ
れ
を
蔵
め
、
敢
え
て
軽
々
し
く
用
い
ず
。
宝
と
す
る
の
至
り
な
り
。
」
㈹

と
述
べ
、
宝
剣
と
し
て
の
干
越
一
呉
・
越
一
の
剣
を
讃
え
て
い
る
。
福
永

氏
も
こ
れ
ら
の
史
料
を
引
い
て
「
中
国
古
代
の
剣
に
関
す
る
記
述
、
と
く

に
剣
を
神
秘
化
し
神
霊
化
す
る
思
想
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
呉
・
越
の
地

域
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
や
思
想
を
載
せ
る
文
献
も
ま

た
主
と
し
て
『
呉
越
春
秋
』
や
『
越
絶
書
』
な
ど
で
あ
る
」
側
と
述
べ
る

よ
う
に
、
　
『
越
絶
書
』
は
次
に
扱
う
『
呉
越
春
秋
』
と
共
に
、
中
国
刀
剣

観
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
史
料
で
あ
る
。

　
当
時
の
中
国
の
戦
い
は
、
戦
車
戦
が
主
で
あ
っ
た
が
、
呉
・
越
地
方
や

そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
楚
の
地
は
森
林
や
湖
沼
、
河
川
が
多
く
こ
れ
に
適

さ
な
か
っ
た
た
め
、
歩
兵
に
よ
る
接
近
戦
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
剣

は
他
の
地
域
と
比
較
し
て
よ
り
重
要
な
武
器
で
あ
り
、
必
然
的
に
こ
れ
に

対
す
る
観
念
も
早
く
か
ら
発
展
し
て
、
両
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
宝
剣
伝

説
も
多
く
出
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
か
ら
考
察

の
対
象
と
な
る
宝
剣
伝
説
の
類
は
、
そ
の
後
い
か
に
展
開
し
よ
う
と
も
、

元
来
は
刀
剣
の
武
器
と
し
て
の
実
用
性
が
原
点
と
な
り
発
展
し
た
こ
と
は

確
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
れ
か

ら
取
り
上
げ
る
『
越
絶
書
』
と
『
呉
越
春
秋
』
の
両
書
に
み
ら
れ
る
記
述

は
、
い
ず
れ
も
覇
権
争
い
や
権
力
闘
争
に
ま
つ
わ
る
武
的
・
政
治
的
モ

チ
i
フ
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
『
越
絶
書
』
に
は
宝
剣
と
い
わ
れ
る
も
の
は
い
く
つ
か
登
場
す
る
が
、
そ

の
中
で
最
も
問
題
に
接
近
し
う
る
も
の
、
つ
ま
り
刀
剣
が
単
な
る
武
器
を

脱
し
て
そ
れ
を
超
え
る
超
越
性
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
を

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
泰
阿
剣
慨
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
楚
の
風
胡
子
一
剣
の
鑑
定
士
）
は
、
鋳
剣
の
名
匠
で
あ
る
欧
冶
子
と
干

将
の
二
人
に
龍
淵
・
泰
阿
・
工
市
と
い
う
三
つ
の
鉄
剣
を
作
ら
せ
た
。
晋

の
鄭
王
は
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
そ
れ
に
続
く
一
節

で
あ
る
。

　
晋
の
鄭
王
聞
き
て
こ
れ
を
求
む
る
も
、
得
ず
、
師
を
興
し
て
楚
の
城

を
囲
み
、
三
年
解
か
ず
。
倉
に
は
穀
粟
索
き
、
庫
に
は
兵
革
無
し
。
左

右
の
群
臣
・
賢
士
、
能
く
禁
止
す
る
も
の
莫
し
。
是
に
於
て
楚
王
こ
れ

を
聞
き
、
泰
阿
の
剣
を
引
き
、
城
に
登
り
て
こ
れ
を
磨
る
。
三
軍
破
れ

敗
れ
て
、
士
卒
迷
惑
し
、
流
血
千
里
、
猛
獣
欧
膳
し
、
江
水
折
揚
し
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て
、
晋
鄭
の
頭
畢
く
白
し
。
楚
王
是
に
於
て
大
い
に
悦
び
、
日
く
、
此

れ
剣
の
威
な
る
か
、
寡
人
の
力
な
る
か
、
と
。
風
胡
子
対
へ
て
日
く
、

剣
の
威
な
る
も
、
大
王
の
神
に
因
る
、
と
。
㈹

　
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
晋
の
鄭
王
は
楚
国
の
宝
剣
の
噂
を
聞

き
こ
れ
を
求
め
る
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
楚
の
都
城
を
三
年
間
に
わ

た
っ
て
包
囲
し
撤
兵
し
な
か
っ
た
。
城
内
の
食
糧
は
尽
き
、
兵
器
も
無
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
誰
も
事
態
を
打
開
で
き
る
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
楚
王
は
自
ら
泰
阿
剣
を
持
っ
て
城
楼
に
登
り
軍
を
指
揮
し
た
と
こ

ろ
、
鄭
王
の
大
軍
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
楚
王
の
軍
は
大
勝
し
た
。

こ
れ
を
大
い
に
悦
ん
だ
楚
王
は
、
風
胡
子
に
次
の
よ
う
に
尋
ね
た
。
「
こ
れ

は
宝
剣
の
威
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
私
の
力
な
の
だ
ろ
う
か
」
、
と
。

風
胡
子
は
、
　
「
宝
剣
の
威
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
大
王
様
の
神
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
す
」
と
答
え
た
。

　
様
々
な
事
象
に
お
い
て
我
々
の
前
に
現
出
す
る
刀
剣
観
を
理
解
す
る
に

あ
た
り
、
刀
剣
の
超
越
性
が
優
先
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
所
有
者
の
超
越

性
が
優
先
す
る
の
か
、
一
ま
た
、
他
に
何
か
こ
れ
を
支
配
す
る
超
越
的
な
も

の
が
存
在
す
る
の
か
、
）
と
い
う
問
題
が
常
に
持
ち
上
が
っ
て
く
る
。
こ

れ
は
非
常
に
難
解
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
的
確
に
答
え
て

く
れ
る
史
料
は
決
し
て
多
く
な
い
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
一
説
は
、
こ
の

大
問
題
に
明
確
に
答
え
て
く
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
王
が
「
こ
れ
は

宝
剣
の
威
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
私
の
力
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
尋
ね

た
の
に
対
し
、
「
し
か
し
　
大
王
様
の
神
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
」
と
王
に

気
を
違
い
な
が
ら
も
「
宝
剣
の
威
に
よ
る
も
の
で
す
一
剣
之
威
也
一
」
と

言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
完
全
に
泰
阿
剣
の
超
越
性
が
所
有
者
の
そ

れ
に
優
先
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
泰
阿
剣
が
単
な
る
武
器
と
し
て
の

実
用
性
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
超
越
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
楚
王
は
こ
の
剣

を
も
っ
て
超
人
的
に
多
く
の
人
を
斬
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
城
に
登

り
て
こ
れ
を
磨
る
」
つ
ま
り
指
揮
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
、

こ
の
剣
は
、
単
な
る
武
器
を
脱
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
こ
の
剣
が
有
す
る
に
至
っ
た
超
越
性
を
、
『
越
絶
書
』
は
「
剣
の
威
」
と

い
う
。

　
一
二
）
時
代
に
よ
る
超
越

　
中
国
に
限
ら
ず
、
そ
し
て
時
代
を
問
わ
ず
、
た
か
だ
か
金
属
の
道
具
に

過
ぎ
な
い
刀
剣
が
、
何
故
か
く
も
神
聖
視
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

常
に
我
々
に
発
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
つ
づ
く
件
で
『
越
絶
書
』
は
こ

の
問
題
に
も
答
え
よ
う
と
す
る
。

　
楚
王
日
く
、
夫
れ
剣
は
、

き
あ
る
か
、
と
㈱
。

鉄
の
み
。
固
よ
り
能
く
精
神
の
此
く
の
如

　
つ
ま
り
剣
の
威
な
ど
と
い
っ
て
、
た
か
だ
か
鉄
に
あ
た
か
も
精
神
が
あ

る
が
ご
と
く
言
わ
れ
る
の
は
何
故
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
次
の
よ

う
に
答
え
る
。

時
各
然
ら
し
む
る
有
り
。

軒
鞍
、

神
農
、
赫
膏
の
時
、

石
を
以
て
兵
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を
為
り
、
断
た
れ
し
樹
木
も
て
宮
室
を
為
り
、
－
略
－
黄
帝
の
時
に

至
り
て
は
、
玉
を
以
て
兵
を
為
り
、
伐
り
し
樹
木
を
以
て
宮
室
を
為

り
、
1
略
－
夫
れ
玉
も
亦
神
物
な
り
。
1
略
－
萬
穴
の
時
、
銅
を

以
て
兵
を
為
り
、
以
て
伊
閥
を
襲
ち
、
竜
門
を
通
じ
、
江
を
決
し
て
河

を
導
き
、
東
の
か
た
東
海
に
注
が
し
む
。
1
略
－
此
の
時
に
当
た
り

て
は
、
鉄
兵
を
作
り
、
威
も
て
三
軍
を
服
せ
し
む
。
天
下
こ
れ
を
聞

き
、
敢
え
て
服
せ
ざ
る
も
の
莫
し
。
こ
れ
も
亦
鉄
兵
の
神
な
る
も
、
大

王
聖
徳
有
れ
ば
な
り
㈱
。

　
こ
こ
で
は
、
鉄
に
精
神
つ
ま
り
超
越
性
が
あ
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。
「
時
各
然
ら
し
む
る
有
り
」
つ
ま
り
「
時
代
が
そ
れ
ぞ
れ

そ
う
さ
せ
る
の
だ
」
、
と
。
古
よ
り
当
時
ま
で
を
段
階
的
に
分
け
、
ま
ず
軒

鞍
氏
、
神
農
民
、
赫
胃
氏
の
時
代
に
は
石
を
用
い
て
武
器
を
作
っ
て
お

り
、
宮
室
を
作
る
に
も
折
れ
た
樹
木
を
拾
っ
て
き
て
使
っ
て
い
た
。
黄
帝

の
時
代
に
は
、
玉
（
美
石
一
で
武
器
を
作
り
、
伐
採
し
た
樹
木
で
宮
室
を

造
営
し
て
い
た
。
玉
も
当
時
と
し
て
は
神
物
で
あ
っ
た
。
萬
王
の
時
代
に

は
、
銅
を
用
い
て
武
器
を
作
り
、
そ
し
て
銅
製
の
工
具
で
伊
水
を
開
襲
し

て
竜
門
に
水
を
通
し
、
長
江
・
黄
河
の
水
を
導
い
て
東
方
・
東
海
に
注
ぐ

よ
う
に
さ
せ
た
。
そ
し
て
今
の
こ
の
時
代
で
は
、
鉄
で
武
器
を
作
り
、
こ
の
威
を

も
っ
て
大
軍
を
も
支
配
下
に
お
き
、
天
下
に
服
従
し
な
い
者
は
な
い
。

　
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
材
質
と
技
術
の
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
「
時
各
然
ら
し
む
る
有
り
」
に
尽
き
る
の

で
あ
る
が
、
石
器
文
明
の
時
代
が
あ
り
、
銅
器
文
明
の
時
代
が
あ
り
、
そ

し
て
現
在
は
鉄
器
文
明
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
各
々
の
時
代
に
お
い
て

そ
れ
ら
は
神
物
、
つ
ま
り
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
時
代
時
代
に
お
け
る
最
先
端
文
明
、
最
先
端
技
術
で
あ
る
が
故

に
超
越
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
鉄
器
で
あ
る
剣
は
最
先
端
技
術

を
駆
使
し
た
最
高
の
文
明
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
剣
の
威
」
を

備
え
、
人
々
は
そ
の
剣
を
神
聖
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
至
っ
て
簡
単
な
理
屈
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
こ
こ
に
は
一
つ
の
問

題
点
が
潜
ん
で
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
越
絶
書
』
に
い
う
「
剣

の
威
」
は
、
単
な
る
武
器
と
し
て
の
実
用
性
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
王
が
泰
阿
剣
を
「
麿
る
」
つ
ま
り
指
揮
す
る
に
用
い
た
だ
け

で
、
実
際
に
人
を
斬
っ
た
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明
確
で
あ
る
こ
と
も

述
べ
た
。
で
は
、
先
の
文
章
に
続
く
こ
の
一
節
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
最

先
端
文
明
・
技
術
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
よ
く
斬
れ
る
武
器
を
作

る
だ
け
の
技
術
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
す
る
答
え
を
『
越
絶
書
』
の
中
か
ら
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
『
呉
越
春
秋
』
を
扱
う
際
に
触
れ
る
こ
と
に
す

る
。

三
　
　
『
呉
越
春
秋
』

に
み
る
刀
剣

　
（
二
）
■
湛
臼
剣

　
こ
こ
で
『
呉
越
春
秋
』
を
取
。
り
上
げ
る
妥
当
性
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ

た
。
当
史
料
は
、
後
漢
の
趨
嘩
が
著
し
た
も
の
で
、
も
と
は
十
二
巻
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
た
が
現
存
す
る
も
の
は
六
巻
（
十
篇
）
で
あ
る
。
内
容

は
、
春
秋
末
期
の
呉
・
越
の
興
亡
を
中
心
に
記
し
、
『
越
絶
書
』
同
様
、
歴
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史
と
小
説
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
呉
越
春
秋
』
に
も
い
く
つ
か
の
名
剣
・
宝
剣
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

で
湛
盧
剣
㈹
に
注
目
す
る
と
、
「
閨
聞
内
伝
」
に
「
湛
盧
の
剣
、
闘
間
の
無

道
を
悪
む
也
。
乃
ち
去
出
で
、
水
の
如
く
楚
に
行
く
。
」
卿
ま
た
は
「
一
名

に
湛
盧
－
略
－
無
道
を
去
り
以
て
有
道
に
就
く
」
㈱
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
名
剣
湛
盧
が
、
呉
の
闇
間
が
王
僚
を
殺
し
た
こ
と
を
憎
み
、
白
ら
閨

聞
の
元
を
去
り
楚
に
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

湛
盧
剣
自
身
、
王
が
無
道
か
有
道
か
と
い
っ
た
こ
と
を
も
見
定
め
、
自
分

の
意
志
で
移
動
す
る
な
ど
主
体
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
い
う
名
剣
湛
盧
の
超
越
性
は
、
所
有
者
に
絶
対
的
に
優
先
し

て
お
り
、
主
体
性
を
も
っ
て
所
有
者
を
選
択
す
る
点
に
お
い
て
、
　
『
越
絶

書
』
に
み
る
泰
阿
剣
よ
り
も
顕
著
に
そ
の
超
越
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
『
呉
越
春
秋
』
に
お
い
て
も
、
『
越
絶
書
』
に
み
た
泰
阿
剣
の
場
合
と
同

様
に
、
あ
る
い
は
そ
の
超
越
性
に
お
い
て
は
よ
り
顕
著
に
、
刀
剣
は
単
な

る
武
器
と
し
て
の
実
用
性
の
範
囲
を
超
え
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
で
は
、
『
呉
越
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
剣
の
超
越
性
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
、
ま
た
説
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
（
二
一
干
将
・
莫
耶
の
作
剣
　
－
作
剣
過
程
へ
の
着
目
－

　
中
国
刀
剣
観
に
お
い
て
は
、
刀
剣
が
そ
れ
自
体
と
し
て
神
秘
的
で
あ
っ

た
り
超
越
的
で
あ
る
と
は
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
理

由
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
武
器
と
し
て
の
優
れ
た
実
用
性
で

あ
っ
た
り
、
制
作
者
で
あ
っ
た
り
、
生
産
地
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
こ
に

取
り
上
げ
て
い
る
史
料
も
例
外
で
は
な
く
、
先
の
『
越
絶
書
』
に
み
た

「
時
各
然
し
む
る
有
り
」
と
い
っ
た
論
理
も
、
「
剣
の
威
」
つ
ま
り
剣
の
超

越
性
を
根
拠
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
を
引
く
の
が
、
中
国
の

史
料
に
お
い
て
は
刀
剣
の
超
越
性
を
力
説
す
る
か
の
如
く
、
作
剣
過
程
に

着
目
す
る
場
合
が
非
常
に
多
い
㈱
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
呉
越
春
秋
』
に

は
か
な
り
詳
細
な
作
剣
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
剣
の
技
術
自
体

が
最
先
端
文
明
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
　
『
越
絶
書
』
の
「
時
各
然

し
む
る
有
り
」
と
の
論
に
み
る
最
先
端
の
技
術
が
い
か
な
る
も
の
か
を
明

ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

　
『
呉
越
春
秋
』
に
は
作
剣
過
程
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
干
将
・
莫
耶
の

鋳
剣
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
あ
ま
り
に
著
名
で
あ
り
、
後
世
の

文
献
史
料
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
㈹
。
以
下
、
呉
の
王
閨

聞
が
干
将
と
莫
耶
に
二
枚
の
剣
を
作
ら
せ
た
一
節
で
あ
る
。

　
干
将
の
剣
を
作
る
や
、
五
山
の
鉄
精
を
釆
り
、
六
金
の
英
を
合
し
、

天
を
侯
い
地
を
伺
い
、
陰
陽
光
を
同
じ
く
し
、
百
神
臨
み
観
、
天
気
下

降
す
。
而
れ
ど
も
金
鉄
の
精
鎗
ず
倫
流
れ
る
。
1
略
－
莫
耶
日
く
、

神
物
の
化
は
人
を
須
ち
て
成
る
ー
略
－
干
将
日
く
、
昔
、
吾
が
師
の

冶
を
作
す
や
、
金
鉄
の
類
錨
ざ
れ
ば
、
夫
妻
倶
に
冶
臆
の
中
に
入
れ

り
、
然
る
後
に
物
成
る
。
－
略
－
莫
耶
日
く
、
師
身
を
燦
す
を
以
て

物
成
る
を
知
る
。
吾
何
ぞ
難
か
ら
ん
や
。
是
に
て
干
将
妻
乃
ち
髪
を
断

ち
爪
を
勇
り
臆
中
に
投
る
。
童
男
童
女
三
百
人
を
し
て
鼓
棄
装
炭
せ
し

め
、
金
鉄
乃
ち
濡
い
、
以
て
遂
に
剣
成
る
。
陽
に
日
く
干
将
、
陰
に
日

く
莫
耶
ω
。
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干
将
と
莫
耶
は
夫
婦
で
あ
り
、
夫
で
あ
る
干
将
と
妻
の
莫
耶
が
力
を
合

わ
せ
て
剣
を
作
る
謂
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
る
干
将
・
莫
耶
の
作
剣
過
程
で

は
、
手
順
通
り
や
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
金
鉄
の
精
鎗
ず
倫
流
れ
」
上

手
く
い
か
な
い
こ
と
を
前
提
に
話
が
展
開
す
る
。

　
清
田
圭
一
氏
は
、
「
制
作
者
の
生
命
力
を
無
機
質
な
金
属
に
注
入
す
る
こ

と
で
、
作
ら
れ
る
剣
に
有
機
的
な
霊
力
を
付
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
製
法
で

あ
る
」
㈹
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
神
物
の
化
は
人
を
須
ち
て
成
る
」
（
神
聖

な
る
物
は
人
に
ょ
っ
て
成
る
一
た
め
に
「
干
将
妻
乃
ち
髪
を
断
ち
爪
を
勢

り
櫨
中
に
投
る
」
一
夫
妻
で
髪
と
爪
を
切
り
鰹
の
中
に
投
げ
入
れ
た
一
こ
と

に
着
目
し
た
考
察
で
あ
る
。
こ
の
考
察
に
は
一
理
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
が
、
先
に
み
た
湛
盧
剣
が
、
あ
た
か
も
生
き
た
人

間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
主
体
的
に
動
く
と
い
っ
た
講
へ
と
つ
な
が
る
の

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
も
う
一
つ
こ
の
一
節
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
剣
を
作
る
の
に

「
陰
陽
光
を
同
じ
く
し
」
、
成
ら
ぬ
場
合
は
（
彼
ら
の
師
の
場
合
一
「
夫
妻

倶
に
」
炉
に
入
り
、
夫
妻
の
髪
と
爪
を
炉
に
投
げ
入
れ
、
「
童
男
童
女
」
多

数
を
も
っ
て
遂
に
剣
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
剣
過
程

に
お
い
て
、
陰
・
陽
／
夫
・
妻
／
童
男
・
童
女
、
と
い
っ
た
対
立
す
る
観

念
が
関
係
し
、
そ
し
て
出
来
上
が
っ
た
剣
自
体
も
陰
と
陽
に
別
れ
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
古
代
中
国
人
の
世
界
観
が
大
き
く
関
与
し

て
い
る
。
高
橘
進
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
お
よ
そ
中
国
人
は
、
現

に
存
在
す
る
世
界
の
事
物
を
す
べ
て
対
立
相
に
お
い
て
と
ら
え
た
。
天
－

地
、
剛
－
柔
、
上
－
下
、
尊
－
卑
、
男
－
女
、
盛
－
衰
、
善
－
悪
、
正
－

邪
－
…
・
あ
ら
ゆ
る
も
の
二
」
と
は
常
に
互
い
に
対
立
し
な
が
ら
相
待
ち

合
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
対
立
・
相
待
・
相
依
を
要
素
的
に
な
い
し
は

ひ
っ
く
る
め
て
、
あ
る
い
は
剛
と
柔
と
い
い
、
あ
る
い
は
陰
と
陽
と
し

た
。
と
く
に
陰
と
陽
は
気
の
働
き
の
雨
側
面
で
あ
っ
て
、
万
事
万
物
の
生

成
・
変
化
・
消
滅
は
陰
陽
の
二
気
が
変
化
交
換
す
る
型
に
象
徴
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
」
㈱
ま
た
氏
は
、
「
そ
れ
は
、
人
生
や
世
界
に
つ
い

て
の
思
想
の
根
底
に
あ
り
、
儒
家
、
道
家
そ
の
他
の
思
想
を
問
わ
ず
、
思

想
形
成
以
前
か
ら
、
中
国
人
の
地
に
着
い
た
考
え
方
」
㈱
で
あ
っ
た
と
も

述
べ
る
。
干
将
・
莫
耶
は
、
こ
こ
で
い
う
対
立
・
相
待
・
相
依
の
関
係
に

あ
る
陰
・
陽
を
し
て
も
出
来
な
か
っ
丈
剣
に
、
更
に
夫
・
妻
、
童
男
．
童

女
と
い
っ
た
同
様
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
次
々
に
注
ぎ
込
ん
で
い
き
、
遂

に
は
完
成
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
剣
も
陰
と
陽
か
ら
で
き
て
い
る
こ

と
を
説
明
す
る
の
に
、
こ
こ
ま
で
詳
細
な
記
述
を
施
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
記
述
の
特
徴
は
、
執
鋤
に
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
を
注
ぎ
込

む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
に
み
る
作
剣
過
程
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
も
の

を
観
念
的
に
刀
剣
に
内
包
さ
せ
て
い
く
過
程
と
理
解
で
き
よ
う
。
『
越
絶

書
』
に
み
た
最
先
端
技
術
は
、
こ
こ
に
み
る
作
剣
の
技
術
に
相
通
ず
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
優
れ
た
武
器
を
超
え
る
、
古
代
中
国
人
に
普

遍
的
な
対
立
観
念
を
内
包
す
る
刀
剣
を
制
作
す
る
技
術
が
こ
こ
に
あ
る
。

対
立
す
る
観
念
を
内
包
す
る
刀
剣
は
、
人
々
に
対
を
な
す
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
記
述
に
お
い
て
出
来
上

が
っ
た
剣
が
陰
陽
一
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
対
を
な
す

剣
は
、
後
世
の
刀
剣
観
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
に
は
、
完
全
に
単
な
る
武
器
を
脱
し
た
刀
剣
の
姿
が
あ
る
。
そ
の

姿
は
、
神
秘
的
に
飾
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
至
っ
て
合
理
的
に
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論
理
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
漢
代
以
前
の
歴
史
書
・
小
説
に
み
ら
れ
る
刀
剣
観
を
概
観
し
て
き
た

が
、
こ
こ
で
題
材
と
し
て
き
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
王
た
る
も
の
の
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
刀
剣
観
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
固

有
の
王
に
係
わ
る
個
人
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
各
国
家
レ
ベ
ル
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
モ
チ
ー
フ
が
、
覇
権
争
い
や
権
力
闘
争

と
い
っ
た
武
的
・
政
治
的
な
も
の
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
当

然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
み
た
刀
剣
観
か
ら
は
、
至
っ
て
国
家
レ
ベ
ル
で
の

精
神
性
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
武
的
実
用
性
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
『
越
絶

書
』
や
『
呉
越
春
秋
』
に
み
る
宝
剣
伝
説
類
の
展
開
も
、
本
を
正
せ
ば
、

呉
・
越
や
楚
の
地
が
戦
車
戦
に
不
向
き
な
地
形
か
ら
刀
剣
が
重
用
さ
れ
た

た
め
で
あ
り
、
や
は
り
そ
の
根
本
に
は
武
器
と
し
て
の
実
用
性
が
あ
る
。

武
的
認
識
を
出
発
点
と
し
て
刀
剣
観
が
展
開
す
る
過
程
は
、
中
国
刀
剣
観

の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
本
論
冒
頭
に
お
い
て
、
『
史
記
』
が
語
る
高
祖
死

の
直
前
の
言
を
も
っ
て
、
中
国
刀
剣
観
の
原
点
が
あ
る
と
述
べ
た
の
も
、

こ
の
意
味
で
あ
る
。
日
本
の
刀
剣
観
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
神
と

の
関
係
が
強
く
認
識
さ
れ
、
武
器
と
し
て
の
実
用
性
か
ら
解
釈
さ
れ
る
観

念
が
発
生
す
る
の
は
後
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
展
開
の
方
向
が
互
い

に
逆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
こ
こ
に
み
た
刀
剣
観
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
対
立
す

る
観
念
を
内
包
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
思
想
形
成
以

前
の
古
代
中
国
人
に
最
も
基
本
的
な
部
分
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
い
わ
ば
彼
ら
の
精
神
世
界
の
根
幹
に
係
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
元
来
武
器
で
あ
る
刀
剣
が
、
人
々
の
精
神
世
界
に
介
入
し
て
い

く
契
機
が
こ
こ
に
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
最
も
重
要
な
事
柄
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
一
般
的
に
「
刀
剣
」
の
用
語
は
総
合
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
そ

し
て
更
に
細
か
く
い
え
ば
、
諸
一
両
）
刃
の
も
の
を
「
剣
」
、
片
刃
の
も
の

を
「
刀
」
と
い
う
。
後
世
に
お
い
て
、
中
国
の
場
合
も
日
本
の
場
合
も
、

単
な
る
武
器
と
し
て
で
は
な
く
尊
貴
性
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
は

「
剣
」
に
限
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
剣
」
を
一
種
神
聖
視
す
る

よ
う
な
「
『
剣
』
の
観
念
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
歴
史
を
通
じ
て
「
『
刀
』
の
観
念
」
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

は
殆
ど
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
日
本
で
は
、
刀
を
使
い
な
が
ら
「
刀
術
」

「
刀
道
」
と
は
い
わ
ず
「
剣
術
」
「
剣
道
」
と
い
う
。
こ
こ
で
看
過
し
て
な

ら
な
い
の
が
、
本
論
に
お
い
て
は
便
宜
上
「
刀
剣
」
の
総
称
を
も
っ
て
論

を
進
め
て
き
た
が
、
厳
密
に
い
え
ば
取
り
扱
っ
た
事
柄
は
全
て
「
剣
」
に

つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刀
剣
観
と
い
っ
て
も
、

結
果
、
実
は
全
て
「
『
剣
』
の
観
念
」
で
あ
る
。
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、

「
剣
」
は
春
秋
時
代
の
中
期
か
ら
漢
に
か
け
て
よ
く
使
用
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
武
器
と
し
て
の
実
用
性
は
、
漢
代
を
境
に
直
刀
に
そ
の
地
位
を
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
。
戦
場
か
ら
姿
を
消
し
た
「
剣
」
は
、
儀
伎
と
し
て
か
あ

る
い
は
信
仰
や
宗
教
の
世
界
で
そ
の
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
㈱
。
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本
論
で
対
象
と
し
た
時
代
は
、
（
斬
蛇
剣
の
そ
の
後
の
展
開
を
除
い
て
一

「
剣
」
が
武
器
と
し
て
全
盛
の
時
代
に
当
た
る
。
こ
の
時
代
に
「
『
剣
』
の

観
念
」
が
展
開
し
て
き
た
。
「
『
剣
』
の
観
念
」
は
、
武
的
実
用
性
を
出
発

点
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
代
に
発
生
す
る
べ
く
し
て
発
生
し

た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
「
『
剣
』
の
観
念
」
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
考
察
し
て
き
た
事
柄
に
つ
き
る
た
め
大

要
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
を
避
け
る
が
、
特
に
対
立
観
念
を
内
包
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
剣
」
の
形
態
に
表
裏
が
あ

り
諸
刃
が
つ
い
て
い
る
こ
と
の
象
徴
性
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
時
代
、
こ
の
段
階
で
は
定
か
で
な
い
。
こ
の
辺
り
は
、
課

題
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
「
『
剣
』
の
観
念
」
は
独
り
歩

き
を
は
じ
め
、
そ
の
姿
を
明
確
に
現
す
こ
と
と
な
り
、
こ
の
課
題
も
必
ず

解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

註

一
－
一
酒
井
利
信
「
刀
剣
観
に
み
る
日
本
人
の
精
神
性
」
一
身
体
運
動
文

　
化
学
会
編
『
武
と
知
の
新
し
い
地
平
』
昭
和
堂
、
七
六
－
九
五
頁
、

　
一
九
九
八
年
。

（
2
一
漢
代
と
六
朝
期
を
境
に
時
代
を
区
切
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
ま

　
ず
尾
崎
正
治
氏
の
次
の
一
文
に
大
き
く
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ

　
る
。
　
「
漢
代
に
お
い
て
は
、
知
識
人
た
る
士
大
夫
は
政
治
に
対
し
て

　
強
い
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
儒
教
思
想
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

　
れ
に
対
し
て
、
六
朝
時
代
に
入
る
と
、
彼
ら
は
哲
学
・
宗
教
・
文

　
学
・
芸
術
な
ど
に
心
を
ひ
か
れ
、
老
荘
思
想
が
全
盛
を
極
め
る
。
」

　
次
に
、
福
永
光
司
氏
の
論
文
「
道
教
に
お
け
る
鏡
と
剣
」
に
お
け
る

　
時
代
区
分
。
最
後
に
、
実
際
の
刀
剣
の
使
用
が
、
漢
代
と
六
朝
期
あ

　
た
り
を
境
に
剣
か
ら
刀
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
以
上
が
、
時
代
区

　
分
の
根
拠
で
あ
る
。

　
尾
崎
正
治
『
抱
朴
子
・
列
仙
伝
』
（
鑑
賞
中
国
の
古
典
）
角
川
書
店
、

　
　
二
二
頁
、
一
九
八
八
年
。

（
3
）
福
永
光
司
「
道
教
に
お
け
る
鏡
と
剣
－
そ
の
思
想
の
源
流
1
」

　
　
一
「
東
方
学
報
」
京
都
第
四
十
五
冊
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

　
所
、
五
九
－
二
一
〇
頁
、
一
九
七
三
年
、
所
収
。

　
一
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
－
六
九
頁
、
一

　
九
八
九
年
、
所
収
。

　
福
永
光
司
『
道
教
と
日
本
文
化
』
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
。

　
福
永
光
司
『
道
教
と
古
代
日
本
』
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
。

一
4
）
清
田
圭
一
「
『
石
上
松
生
剣
』
伝
承
考
」
一
福
永
光
司
編
『
道
教
と

　
東
ア
ジ
ア
』
人
文
書
院
、
一
七
一
L
二
一
四
頁
、
一
九
八
九
年
。

（
5
）
三
品
彰
英
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
一
三
品
彰
英
論
文
集
一
平
凡

　
社
、
一
九
七
七
年
。

（
6
）
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
吾
以
布
衣
提
三
尺
剣
取
天
下
此
非
天
命

　
乎
」

　
　
一
『
史
記
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
）

（
7
）
『
西
京
雑
記
』
巻
第
一
「
漢
帝
相
樽
以
秦
王
子
嬰
所
奉
白
玉
璽
高
祖

　
斬
白
蛇
劔
」

　
　
（
『
西
京
雑
記
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
一
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（
8
）
『
古
今
刀
剣
録
』
「
前
漢
劉
季
在
位
十
二
年
以
始
皇
三
十
四
年
於
南

　
山
得
一
鐵
剣
長
三
尺
錦
日
赤
薔
大
象
書
及
貴
常
服
之
此
即
斬
蛇
剣

　
也
」

　
一
『
古
今
刀
剣
録
』
叢
書
集
成
初
編
、
中
華
書
局
一

一
9
一
『
晋
書
』
晋
偉
六
「
武
庫
火
華
慢
因
此
愛
作
列
兵
固
守
然
後
救
之
故

　
累
代
之
賓
及
漢
高
斬
蛇
剣
王
葬
頭
孔
子
履
等
蓋
焚
焉
時
華
見
剣
穿
屋

　
而
飛
莫
知
所
向

　
一
『
晋
書
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
一

（
1
0
一
『
通
典
』
巻
第
二
十
一
「
法
駕
出
、
則
多
識
者
一
人
負
國
璽
、
操
斬

　
白
蛇
剣
、
参
乗
」

　
一
『
通
典
』
中
華
書
局
一

一
1
1
一
『
異
苑
』
巻
二
「
晋
恵
帝
元
康
五
年
、
武
庫
火
、
焼
漢
高
祖
斬
白
蛇

　
劔
、
孔
子
履
、
王
葬
頭
等
三
物
。
中
書
監
張
茂
先
催
難
作
、
列
兵
陳

　
衛
。
成
此
劔
穿
屋
飛
去
、
莫
知
所
向
。

　
一
『
異
苑
』
古
小
説
叢
刊
、
中
華
書
局
一

一
1
2
）
後
世
の
類
書
に
も
頻
繁
に
引
か
れ
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、

　
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
『
北
堂
書
紗
』
巻
第
一
百
二
十
二
「
史
記
云
高
祖
令
一
人
前
行
前
者
還

　
日
前
有
大
蛇
當
径
高
祖
乃
前
抜
剣
斬
蛇
蛇
分
爲
爾
道
開
」
「
史
記
云
高

　
祖
日
吾
以
布
衣
提
三
尺
剣
取
天
下
此
非
命
乎
」

　
（
『
北
堂
書
妙
』
芸
文
印
書
館
一

　
『
太
平
御
覧
』
巻
第
三
百
四
十
二
「
又
日
高
祖
送
徒
騒
山
夜
樫
澤
中
令

　
一
人
行
前
行
前
者
還
報
日
前
有
大
蛇
當
径
願
還
高
祖
日
壮
士
行
何
畏

　
乃
前
抜
劔
斬
蛇
…
－
日
吾
以
布
衣
提
三
尺
劔
取
天
下
此
非
天
命
乎
」

　
（
『
太
平
御
覧
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
）

（
1
3
一
三
品
彰
英
氏
は
、
　
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
の
中
で
日
本
古
代
神

　
話
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
と
の
係
わ
り
か
ら
こ
の
謂
に
触
れ
る

　
が
、
竜
蛇
伝
説
と
し
て
一
」
れ
を
取
り
上
げ
た
た
め
か
、
最
後
の
こ
の

　
一
文
を
重
視
し
て
考
察
を
加
え
て
は
お
ら
ず
、
筆
者
が
一
番
重
視
す

　
る
「
此
れ
天
命
に
非
ず
や
」
の
一
句
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
福
永
光
司
氏
は
、
『
道
教
思
想
史
研
究
』
で
こ
の
潭
に
触
れ
る
が
、
焦

　
点
は
こ
こ
に
登
場
す
る
斬
蛇
剣
が
皇
帝
権
力
の
象
徴
と
な
る
こ
と
だ

　
け
に
あ
り
、
こ
の
一
文
を
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
。

　
（
三
品
彰
英
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
平
凡
社
、
三
二
－
四
〇
頁
、
一

　
九
七
七
年

　
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
三
四
頁
、
一
九
八
七

　
年
。
一

一
1
4
一
高
祖
以
亭
長
爲
懸
送
徒
鄭
山
徒
多
道
亡
自
度
比
至
皆
亡
之
到
豊
西

　
澤
中
止
飲
夜
乃
解
縦
所
送
徒
日
公
等
皆
去
吾
亦
從
此
逝
ム
矢
徒
中
壮
士

　
願
從
者
十
鯨
人
高
祖
被
酒
夜
樫
澤
中
令
一
人
行
前
行
前
者
還
報
日
前

　
有
大
蛇
當
樫
願
還
高
祖
酔
日
壮
士
行
何
畏
乃
前
抜
剣
撃
斬
蛇
蛇
遂
分

　
爲
雨
樫
開
行
敷
里
酔
因
臥
後
人
來
至
蛇
所
有
一
老
娠
夜
突
人
問
何
突

　
姫
日
人
殺
吾
子
故
突
之
人
日
姫
子
何
爲
見
殺
姫
日
吾
子
白
帝
子
也
化

　
爲
蛇
當
道
今
爲
赤
帝
子
斬
之
故
突
人
乃
以
姫
爲
不
誠
欲
筈
之
姫
因
忽

　
不
見
後
人
至
高
祖
豊
後
人
告
高
祖
高
祖
乃
心
濁
喜
自
負
諸
從
者
日
益

　
畏
之

　
一
『
史
記
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
一

　
　
『
漢
書
』
一
『
前
漢
書
』
と
も
称
す
一
に
も
、
幾
つ
か
の
字
が
異
な
る
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の
み
で
内
容
的
に
は
全
く
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
一
『
漢
書
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
）

一
1
5
一
『
史
記
』
が
時
を
追
う
に
つ
れ
、
権
力
闘
争
に
係
わ
る
モ
チ
ー
フ
は

　
よ
り
明
確
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
に
続
く
件
で
は
、
秦
の
始
皇

　
帝
が
高
祖
の
居
る
辺
り
に
「
天
子
の
気
有
り
」
と
し
て
こ
れ
を
鎮
圧

　
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
始
皇
帝
と
高
祖
は
完
全
に
敵
対

　
関
係
に
な
る
。

『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
秦
始
皇
帝
常
日
東
南
有
天
子
氣
於
是
因
東

瀞
以
厭
之
高
祖
即
自
疑
亡
匿
隠
於
芒
硯
山
澤
巖
石
之
間
呂
后
與
人
倶

求
常
得
之
高
祖
怪
問
之
呂
后
日
季
所
居
上
常
有
雲
氣
故
從
住
常
得
季

高
祖
心
喜
浦
中
子
弟
或
聞
之
多
欲
附
者
実
」

（
『
史
記
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
一

　
ま
た
、
高
祖
が
浦
公
に
な
っ
た
時
に
は
、
以
前
に
蛇
で
あ
る
白
帝

の
子
を
斬
り
殺
し
た
の
は
赤
帝
の
子
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
天

下
を
取
る
で
あ
ろ
う
赤
の
色
を
尊
び
旗
幟
を
全
て
赤
で
統
一
す
る
。

　
　
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
乃
立
季
爲
浦
公
祠
黄
帝
祭
蛍
尤
於
浦
庭

　
而
婁
鼓
旗
幟
皆
赤
由
所
殺
蛇
白
帝
子
殺
者
赤
帝
子
故
上
赤
」

　
　
（
『
史
記
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
一

（
1
6
一
著
名
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
『
列
子
』
巻
第
五
「
湯
問
」
に
次
の
よ

　
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
周
穆
王
大
征
西
戎
西
戎
献
鎮
螂
之
劔
火
涜
之
布

　
其
劔
長
尺
有
悶
練
鋼
赤
刃
用
之
切
玉
如
切
泥
焉
」

　
一
『
列
子
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
一

一
1
7
一
干
将
鎮
螂
沸
鐘
不
錘
試
物
不
知
揚
刃
離
金
斬
羽
契
鐵
斧
此
至
利

　
也
。
一
『
説
苑
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
）

（
1
8
）
福
永
氏
も
承
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
卯
金
刀
」

　
は
刀
剣
の
意
で
は
な
い
。
『
緯
書
』
（
中
国
古
典
新
書
）
に
は
、
次
の

　
よ
う
に
注
す
る
。
「
卯
金
刀
と
い
う
の
は
『
劉
』
の
字
を
分
解
し
た
も

　
の
で
、
予
言
書
な
ど
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
」

　
安
居
香
山
『
緯
書
』
中
国
古
典
新
書
、
明
徳
出
版
社
、
一
四
〇
頁
、

　
一
九
八
二
年
。

一
1
9
一
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
三
四
頁
、
一
九
八

　
七
年
。

（
2
0
）
炎
露
遺
二
劔
璽
一

　
一
『
文
選
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
一

（
2
1
一
藤
堂
明
保
『
漢
和
大
字
典
』
学
習
研
究
社
、
八
四
六
頁
、
一
九
七

　
八
年
。

一
2
2
）
『
文
選
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
。

（
2
3
）
日
本
に
お
い
て
、
制
度
化
さ
れ
て
天
皇
の
位
を
象
徴
す
る
剣
と
鏡

　
と
玉
を
い
う
。
草
薙
剣
、
八
悶
鏡
、
八
坂
壇
勾
玉
。

一
2
4
）
福
永
光
司
『
道
教
と
日
本
文
化
』
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
。

　
福
永
光
司
『
道
教
と
古
代
日
本
』
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
、
参

　
照
。

（
2
5
一
註
（
7
一
に
既
出
。

（
2
6
一
『
文
選
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
。
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（
2
7
）
註
一
9
）
に
既
出
。

一
2
8
一
こ
こ
で
我
々
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
　
『
史
記
』
に
み
る
高
祖
の

　
斬
蛇
剣
の
よ
う
に
刀
剣
が
単
な
る
武
器
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
、
そ
れ

　
を
脱
し
て
何
ら
か
の
超
越
性
を
持
っ
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程

　
を
埋
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
う
『
越
絶
書
』
や
次
の
『
呉
越

　
春
秋
』
は
、
い
ず
れ
も
著
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
が
後
漢
の
頃
で
あ

　
り
、
前
漢
に
著
さ
れ
た
『
史
記
』
よ
り
後
の
時
代
の
も
の
で
、
こ
れ

　
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
扱
っ
て
い
る
内

　
容
は
、
『
史
記
』
に
み
る
高
祖
の
件
が
漢
成
立
直
前
の
こ
と
で
あ
り
、

　
　
『
越
絶
書
』
や
『
呉
越
春
秋
』
が
扱
っ
て
い
る
も
の
は
春
秋
時
代
の

　
伝
承
で
あ
っ
て
、
高
祖
の
件
の
方
が
新
し
く
、
時
間
的
に
か
な
り
前

　
後
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
呉
・

　
越
の
地
が
刀
剣
を
産
す
る
に
特
に
盛
ん
な
地
で
あ
り
、
必
然
的
に
多

　
く
の
宝
剣
伝
説
の
類
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
周
囲
よ
り
早

　
く
か
ら
刀
剣
に
対
す
る
観
念
の
展
開
が
み
ら
れ
、
か
な
り
の
時
間
差

　
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
全
体
を
引
っ
張
っ
て
行
く
よ
う
な

　
現
象
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
『
呉
越
春
秋
』
に
み
ら
れ
る
干
将
・
莫
耶
の

　
伝
承
が
、
『
捜
神
記
』
な
ど
の
後
世
の
文
献
史
料
に
大
き
な
影
響
を
与

　
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
た
理
解
で
は
な
い
よ
う

　
に
思
わ
れ
る
。

一
2
9
一
鄭
之
刀
。
宋
之
斤
。
魯
之
削
。
呉
専
之
劔
、
遷
乎
其
地
而
弗
能
為

　
良
。
地
気
然
也
。

　
（
『
周
礼
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
一

（
3
0
）
夫
有
干
越
之
劔
者
押
而
藏
之
不
敢
軽
用
也
實
之
至
也

　
（
『
荘
子
』
四
部
備
要
本
、
台
湾
中
華
書
局
）

（
3
1
）
前
掲
書
（
”
）
、
三
二
頁
。

一
3
2
一
泰
阿
剣
に
つ
い
て
も
類
書
に
多
く
引
か
れ
る
。

　
　
『
北
堂
書
紗
』
第
一
百
二
十
二
「
管
鄭
聞
知
興
師
園
楚
三
年
不
解
干

　
是
口
口
七
命
云
楚
之
陽
剣
欧
冶
所
螢
指
鄭
則
三
軍
白
首
塵
晋
則
千
里

　
流
血
」

　
（
『
北
堂
書
紗
』
芸
文
印
書
館
一
他
、
『
芸
文
類
聚
』
『
初
学
記
』
『
太

　
平
御
覧
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
3
3
）
晋
鄭
王
聞
而
求
之
不
得
興
師
園
楚
之
城
三
年
不
解
倉
穀
粟
索
庫
無

　
兵
革
左
右
群
臣
賢
士
莫
能
禁
止
於
是
楚
王
聞
之
引
泰
阿
之
劔
登
城
而

　
磨
之
三
軍
破
敗
士
卒
迷
惑
流
血
千
里
猛
獣
欧
鰭
江
水
折
揚
晋
鄭
之
頭

　
畢
白
楚
王
於
是
大
悦
日
此
劔
威
耶
寡
人
力
耶
風
胡
子
封
日
劔
之
威
也

　
因
大
王
之
神

　
一
『
越
絶
書
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
一

（
3
4
一
楚
王
日
夫
劔
鐵
耳
固
能
有
精
神
若
此
乎

　
一
同
前
一

一
3
5
一
時
各
有
使
然
軒
鞍
神
農
赫
膏
之
時
以
石
爲
兵
断
樹
木
爲
宮
室
…
…

　
至
黄
帝
之
時
以
玉
為
兵
以
伐
樹
木
為
宮
室
…
・
：
玉
亦
神
物
也
…
…
禺

　
穴
之
時
以
銅
為
兵
以
襲
伊
閥
通
龍
門
決
江
導
河
東
注
於
東
海
…
・
：
當

　
此
之
時
作
鐵
兵
威
服
三
軍
天
下
聞
之
莫
敢
不
服
此
亦
鐵
兵
之
神
大
王

　
有
聖
徳

　
（
同
前
、
巻
十
一
）
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（
3
6
）
『
芸
文
類
聚
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
「
湛
盧
之
剣
悪

　
其
無
道
乃
去
如
楚
」

　
一
『
芸
文
類
聚
』
巻
第
六
十
、
中
華
書
局
一

（
3
7
）
湛
盧
之
剣
悪
閨
聞
之
無
道
也
乃
去
而
出
水
行
如
楚

　
　
一
『
呉
越
春
秋
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
）

一
3
8
）
一
名
湛
盧
…
…
無
道
以
就
有
道

　
　
一
同
前
）
。

一
3
9
一
『
抱
朴
子
』
『
含
象
剣
鑑
図
』
『
雲
笈
七
簸
』
等
に
、
作
剣
に
関
す
る

　
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

一
4
0
）
『
呉
越
春
秋
』
に
記
さ
れ
る
干
将
・
莫
耶
の
鋳
剣
は
あ
ま
り
に
著
名

　
で
あ
り
、
例
え
ば
『
初
学
記
』
に
は
「
故
使
干
将
造
剣
二
枚
干
将
日

　
昔
吾
師
之
作
冶
也
金
鐵
之
頴
不
鎗
夫
妻
倶
入
冶
鑛
之
中
」
と
記
さ

　
れ
、
他
に
も
『
北
堂
書
紗
』
や
『
太
平
御
覧
』
等
の
類
書
に
頻
繁
に

　
引
か
れ
る
。
ま
た
、
『
捜
神
記
』
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

　
一
『
初
学
記
』
中
華
書
局
一

一
4
1
）
干
将
作
劔
釆
五
山
之
鐵
精
六
合
之
金
英
候
天
伺
地
陰
陽
同
光
百
神

　
臨
観
天
氣
下
降
而
金
鐵
之
精
不
鎗
倫
流
…
…
莫
耶
日
夫
神
物
之
化
須

　
人
而
成
…
－
干
将
日
昔
吾
師
作
冶
金
鐵
之
類
不
鋪
夫
妻
倶
入
冶
冶
櫨

　
、
中
然
後
成
物
…
…
莫
耶
日
師
知
櫟
身
以
成
物
吾
何
難
哉
於
是
干
将
妻

　
乃
断
髪
勢
爪
投
櫨
中
使
童
男
童
女
三
百
人
鼓
乗
装
炭
金
鐵
之
濡
遂
以

　
成
劔
陽
日
干
将
陰
日
莫
耶

　
一
『
呉
越
春
秋
』
四
部
叢
刊
本
、
商
務
印
書
館
一

（
4
2
）
前
掲
書
（
4
）
、
一
八
二
頁
。

一
4
3
一
高
橋
進
『
老
子
』
清
水
書
院
、
一
一
六
頁
、
一
九
七
六
年
。

（
4
4
）
身
体
運
動
文
化
学
会
編
『
武
と
知
の
新
し
い
地
平
』
昭
和
堂
、
四

　
頁
、
一
九
九
八
年
。

（
4
5
一
天
理
大
学
附
属
天
理
参
考
館
編
『
中
国
古
代
の
武
器
』
天
理
大
学

　
出
版
部
、
一
九
九
六
年
。

　
篠
原
耕
一
『
武
器
と
防
具
中
国
篇
』
新
紀
元
杜
、
一
九
九
二
年
、
参

　
照
。

　
　
　
　
　
　
（
さ
か
い
・
と
し
の
ぶ
　
筑
波
大
学
・
体
育
科
学
系
）
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