
硲

い
。
し
か
し
こ
ん
な
擬
古
的
な
名
将
を
用
ゐ
な
い
で
も
こ
ハ
朝
で

は
石
柱
と
い
ふ
名
皿
四
諦
が
立
涙
に
行
は
れ
て
ゐ
る
０
で
あ
る
・

朱
希
組
、
「
駁
１
　
温
暖
墓
在
幕
府
山
西
誕
」
は
陳
廼
勅
『
新
京
備

乗
』
等
の
温
崎
墓
幕
府
山
西
に
あ
り
と
す
る
脆
を
駁
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

要
す
る
に
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
は
堅
賞
な
だ
け
に
新
味
が
な
く
、
あ
く

ま
で
文
献
考
捷
で
あ
り
、
新
進
は
な
ほ
立
場
が
曖
昧
で
方
針
が
た

ｉ
ず
、
多
少
見
富
０
つ
ぃ
た
こ
と
も
。
そ
れ
を
つ
き
つ
め
て
論
究

し
て
ゐ
な
い
。
殊
に
造
形
美
術
と
し
て
の
取
扱
ひ
は
甚
だ
不
充
分

で
あ
る
。
こ
０
鮎
支
那
０
美
術
考
古
界
一
斑
を
反
映
し
て
ゐ
る
や

う
に
思
へ
る
。
こ
の
書
も
文
厭
考
誼
は
朱
希
岨
の
手
を
つ
け
ら
れ

た
ざ

し
遺
蹟
の
調
査
は
甚
だ
不
充
分
で
、
寫
具
０
復
成
は
セ
ガ
ラ
ｙ
ｏ

圖
録
に
遠
く
及
ば
ぬ
。
セ
ガ
ラ
ン
も
ま
だ
圖
録
だ
け
し
か
公
表
さ

れ
ず
、
開
野
博
士
等
０
結
果
も
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
遺

蹟
遺
物
の
調
査
は
こ
れ
以
上
に
で
Ｘ
ゐ
る
と
も
推
察
さ
れ
る
の
で

そ
の
公
表
を
鶴
首
す
る
と
ｘ
も
に
支
那
新
進
學
者
０
折
角
の
努
力

を
こ
の
方
面
に
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
水

　

野

　

清

　

こ

　

前
満
洲
の
開
國
と
日
本

　
　
　
　

稲
著
岩
吉
著

　
　
　
　

昭
和
十
一
年
六
月
。
京
城
熊
平
商
店
晋
行
、
菊
判
六
一
頁
、
非

　
　
　
　

頁
品
。

　

著
者
０
所
謂
前
満
洲
と
は
開
國
期
の
清
朝
を
指
し
て
言
ふ
。
著

者
０
同
方
面
に
闘
す
る
幾
多
精
緻
な
る
好
研
究
に
就
い
て
は
、
學

界
已
に
周
知
し
て
剰
さ
な
い
。
本
書
を
目
し
て
此
等
諸
研
究
の
成

果
と
し
、
總
論
と
す
る
こ
と
は
安
営
で
あ
ら
う
。

　

著
者
は
、
本
書
の
主
旨
と
す
る
所
を
冒
頭
し
て
、
現
満
洲
帝
國

は
現
代
日
本
の
助
力
に
よ
り
て
成
立
し
た
も
０
で
あ
る
け
れ
ど
も

満
洲
に
於
け
る
日
本
の
力
の
頴
は
れ
は
、
今
Ｂ
に
始
ま
っ
た
も
の

で
な
く
、
前
の
満
洲
即
ち
清
朝
開
國
の
際
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た

ｙ
こ
れ
ら
の
次
第
が
従
来
の
史
書
に
表
面
化
せ
な
ん
だ
と
い
ふ
に

と
ｙ

め
て
意
識
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
、
次
ぐ
本
論
に
於
い
て
、
清

の
太
阻
の
興
起
に
對
し
、
我
等
日
本
人
が
、
如
何
に
我
等
日
本
人

自
ら
０
意
識
せ
ざ
る
作
用
を
及
ぽ
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
明
確

な
史
賓
に
立
脚
し
て
論
述
し
た
。

　

我
等
自
ら
に
殆
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
乍
ら
、
清
朝
の
興
起
、
従

っ
て
常
時
東
亜
大
局
０
上
に
最
も
重
大
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
も
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'
５
ａ
’
ｉ
具
に
我
が
豊
臣
秀
吉
の
七
ヶ
年
に
亘
る
牛
島
用
兵
の
こ
と

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
秀
吉
の
こ
の
牛
島
用
兵
に
就
い

て
は
色
々
の
議
論
が
あ
る
。
或
る
も
０
は
窮
兵
順
武
に
過
ぎ
ず
と

い
ひ
、
或
る
も
０
は
、
國
威
を
海
外
に
宣
揚
し
た
と
い
ふ
が
、
著

者
は
、
か
ｘ
る
論
議
を
闘
は
す
よ
り
も
、
寧
ろ
こ
の
室
前
の
大
役

の
東
亜
の
大
局
の
上
に
如
何
に
影
響
し
た
も
０
　
で
あ
る
か
を
考
へ

る
こ
と
こ
そ
が
、
一
番
切
賓
で
あ
る
と
見
る
。
著
者
は
、
秀
吉
刑

兵
。
の
結
果
は
、
宣
戦
の
営
事
者
た
る
秀
吉
も
、
叉
善
後
を
策
し
た

家
康
も
、
嘗
て
想
像
だ
に
せ
ざ
り
し
方
面
に
影
響
し
た
。
即
ち
其

は
従
前
東
亜
大
陸
。
？
王
人
公
た
り
し
明
國
の
大
伽
藍
一
時
に
接
動

し
、
こ
れ
を
契
機
に
清
の
太
阻
の
勃
然
と
雁
起
す
る
と
い
ふ
、
明

清
交
替
の
大
局
に
密
接
不
離
に
影
響
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
見
る
。

　

思
ふ
に
清
朝
の
阻
先
を
以
て
、
単
に
長
白
山
中
０
一
酋
長
に
過

ぎ
な
い
と
す
る
も
の
あ
る
は
営
ら
ず
、
そ
の
家
系
、
そ
の
門
地
の

歴
然
た
る
も
の
あ
り
し
は
争
は
れ
な
い
。
か
れ
女
員
の
傅
統
的
の

血
液
中
に
、
働
ほ
大
金
０
昔
な
が
ら
の
自
負
心
の
往
来
す
る
あ
っ

て
禁
じ
得
ざ
り
し
も
の
ｘ
存
し
た
こ
と
も
推
想
に
難
く
は
な
い
。

が
然
し
、
何
と
言
っ
て
も
久
し
き
に
亘
っ
て
不
振
微
弱
に
陥
り
、

内
部
ｏ
統
一
を
訣
い
で
、
居
所
す
ら
一
定
す
る
所
な
か
り
し
一
田

夫
漢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
。
一
田
夫
漢
ヌ
ル
ハ

チ
は
果
し
て
何
を
根
捷
と
し
て
か
く
は
厭
起
し
た
か
。
何
を
侍
ん

で
か
く
は
征
明
の
旗
幟
を
掲
げ
た
か
。
―
か
く
著
者
は
自
問
し

曰
く
、
我
か
秀
吉
の
七
年
戦
役
こ
そ
は
、
ス
ル
ハ
チ
の
明
敏
を
以

て
し
て
、
明
國
は
大
木
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
は
狽
活
の
大
木
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
逸
早
く
洞
察
せ
し
め
た
も
０
で
あ
る

と
・
而
し
て
肯
、
詳
見
す
れ
ぼ
、
遼
東
の
識
嶺
に
家
居
し
て
女
異

人
間
に
絶
大
の
威
権
を
檀
に
し
た
李
氏
一
味
０
碧
蹄
館
に
於
け
る

大
敗
戦
こ
そ
は
、
女
異
人
の
對
明
認
識
を
Ｉ
愛
し
た
時
で
あ
っ

た
、
鍼
嶺
李
氏
の
内
幕
は
こ
０
一
戦
に
よ
っ
て
完
全
に
暴
露
さ
れ

た
、
女
鴛
人
が
成
梁
の
死
と
共
に
蹴
起
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は

牽
強
で
は
あ
る
ま
い
と
著
者
は
考
へ
を
推
す
。

　

か
く
清
０
太
阻
の
興
起
に
、
日
本
が
重
大
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ

た
か
ら
に
は
、
日
本
自
薗
の
無
意
識
は
兎
も
角
、
。
太
阻
に
取
っ
て

は
、
東
亜
０
盟
主
大
明
を
崩
壊
０
第
一
’
歩
に
ま
で
導
ｓ
た
日
本
は

看
却
し
得
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
力
量
に
就
い
て
は
重
大
な
関

心
が
な
け
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
も
と
よ
り
著
者
は

こ
の
鮎
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
著
者
に
従
へ
ば
、
同

じ
く
七
年
役
の
清
正
オ
ー
フ
ン
カ
イ
討
入
り
こ
そ
は
、
女
異
人
を
し

て
我
が
日
本
の
力
量
を
最
も
直
接
端
適
に
認
め
し
め
た
も
０
で
あ
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つ
た
。
事
大
外
交
に
訓
練
さ
れ
た
朝
鮮
が
こ
０
間
の
機
微
を
見
晩

す
筈
は
な
か
っ
た
。
日
本
０
用
兵
に
よ
っ
て
最
も
甚
大
な
損
害
を

被
っ
た
も
０
は
言
ふ
迄
も
な
く
朝
鮮
で
は
あ
っ
た
ら
う
が
、
叉
よ

く
日
本
用
兵
の
威
武
を
女
員
人
間
に
放
逡
し
て
、
後
来
永
く
女
貫

人
の
心
謄
を
脅
か
し
、
そ
の
己
れ
に
對
す
る
墜
迫
緩
和
に
利
用
し

成
功
し
た
も
の
も
朝
鮮
で
あ
っ
た
。
か
く
見
来
る
と
き
、
我
が
秀

吉
の
牛
島
用
兵
は
對
外
的
に
如
何
に
莫
大
な
影
響
を
輿
へ
た
か
、

同
時
に
東
洋
に
於
け
る
日
本
の
存
在
は
如
何
に
優
然
た
る
も
０
で

あ
っ
た
か
を
了
知
す
る
で
あ
ら
う
と
。

　

清
朝
を
興
し
た
も
の
は
日
本
で
あ
る
、
と
い
ふ
著
者
の
史
論
こ

そ
は
、
か
く
て
、
常
の
所
謂
春
秋
０
筆
法
を
以
て
目
さ
る
可
き
も

０
と
は
巡
に
類
を
異
に
す
る
を
見
る
。

　

而
し
て
最
後
に
著
１
　
は
、
か
ｘ
る
冥
ヵ
裡
０
歴
史
事
象
を
透
観

し
て
、
蓋
し
満
鮮
一
９
　
０
民
族
は
、
わ
れ
ら
日
本
と
は
凡
そ
同
一

系
の
血
縁
で
あ
っ
て
、
言
語
に
も
、
風
俗
に
も
、
将
た
文
化
的
事

象
に
も
、
相
共
通
す
る
も
０
が
あ
り
、
さ
う
い
ふ
内
容
的
の
も
Ｏ

が
、
所
謂
意
識
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の
作
用
０
根
底
を
な
す
も
０
で
は

あ
る
ま
い
か
と
結
ん
で
ゐ
る
。
蓋
し
道
破
し
得
て
妙
で
あ
る
。

　

初
め
に
も
言
ふ
が
如
く
、
著
者
の
博
き
史
學
の
中
に
も
、
特
に

清
初
犯
に
於
い
て
そ
の
精
妙
な
る
も
の
が
あ
る
。
営
事
者
た
る
秀

吉
に
も
、
叉
家
康
に
も
、
更
に
其
の
後
三
百
年
の
長
き
、
今
日
に

至
る
ま
で
誰
人
に
よ
っ
て
も
意
識
せ
ら
れ
ざ
り
し
重
大
な
歴
史
事

貢
が
、
著
者
の
史
限
に
侯
っ
て
美
事
に
道
破
せ
ら
る
ｘ
に
到
っ
た

こ
と
を
我
々
は
叙
幅
せ
す
に
居
ら
れ
な
い
。
而
し
て
叉
我
々
の
最

も
大
い
な
る
安
易
さ
を
以
て
本
書
に
就
き
得
る
所
以
の
一
班
は
、

本
書
０
總
論
的
叙
述
が
賞
に
著
者
の
幾
多
精
緻
な
る
研
究
の
上
に

し
て
始
め
て
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
が
故
で
あ
る
。

　
　

爾
史
林
第
十
九
巻
第
二
、
三
競
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
浦
廉
一

　

氏
０
「
明
末
清
初
の
１
　
満
関
係
上
に
於
け
る
日
本
の
地
位
」
な

　

る
一
篇
は
多
く
の
黙
に
於
い
て
稽
葉
博
士
の
本
著
と
所
論
を
同

　

じ
く
す
る
も
の
が
あ
る
。
清
初
史
研
究
論
文
中
、
叉
出
色
の
房

　

作
で
あ
り
、
私
は
斯
篇
を
顧
る
０
遅
か
り
し
を
遺
憾
と
す
る
。

　

讃
者
の
併
讃
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
今

　

西

　

春

　

秋
）

原

　
　
　
　

商

　
　
　
　
　
　

小
島
赫
馬
著

　
　
　

昭
和
十
一
年
八
月
。
東
亜
経
済
研
究
二
十
迦
年
記
念
狭

　
　
　

（
二
十
巻
三
胱
）

　

山
口
高
等
商
業
學
校
内
に
東
亜
鯉
済
研
究
會
が
創
立
さ
れ
、
そ
の
機

関
誌
東
亜
経
済
研
究
が
創
刊
さ
れ
む
の
は
大
正
六
年
の
事
で
あ
ゐ
。
同
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