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B
5
剣
八
四
二
頁

昨
年
の
十
一
月
、
石
演
先
生
の
古
稀
を
記
念
し
て
こ
の
論
集
が
刊
行
さ
れ
、

関
西
大
患
で
行
わ
れ
た
祝
賀
式
場
に
お
い
て
先
生
に
贈
呈
せ
ら
れ
た
。
線
頁
数

八
百
を
超
過
寸
る
大
加
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
慶
祝
事
業
の
と
も
す
れ
ば
停
滞

し
が
ち
な
東
洋
拳
界
に
お
い
て
は
、
近
来
ま
れ
に
み
る
盛
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
L
。

十
年
ま
え
先
生
が
還
暦
の
欝
を
迎
え
ら
れ
た
と
き
に
も
、
記
念
論
文
集
の
刊

行
が
く
わ
だ
て
ら
れ
、
数
十
篇
の
論
文
が
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
敗
戦
後

の
惨
憶
た
る
わ
が
閣
の
事
情
に
お
い
て
は
、
と
う
て
い
貨
現
の
望
み
も
な
く
、

つ
い
に
原
稿
の
ま
ま
贈
呈
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
二
十
七
年
四
月

か
ら
閥
西
大
事
東
西
拳
術
研
究
所
論
殺
の
う
ち
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
論
交
は

一
篇
ず
つ
刊
行
さ
れ
、
三
十
三
年
六
月
に
・い
た
っ
て
二
十
九
篇
の
案
成
を
み
た

の
で
あ
る
。
今
回
そ
れ
ら
も
装
釘
を
新
た
に
し
、
「
石
演
先
生
還
暦
記
念
論
文

集
」
第
一
集
・
第
二
集
と
な
っ
て
同
研
究
所
か
ら
公
け
に
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中

に
は
、
な
く
な
っ
た
羽
田
先
生
の
ほ
か
、
武
内
・
青
木
諸
先
生
の
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
古
稀
論
集
の
序
文
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
一
言
の
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
と
と
も
に
、
先
生
の
今
後
ま
す

ま
す
鍔
を
重
ね
ら
れ
て
、
こ
う
し
た
論
集
の
出
る
こ
と
な
お
歎
加
に
上
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
、
心
か
ら
こ
い
ね
が
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
集
の
執
筆
者
は
五
十
三
人
、
論
文
に
し
て
五
十
二
篇
、
さ
き
に
還
暦

の
さ
い
の
執
筆
者
は
紙
面
の
都
合
か
ら
遠
慮
す
る
申
合
わ
せ
と
な
っ
た
の
で
、

雨
者
を
合
す
れ
ば
、
先
生
の
た
め
に
論
文
を
呈
し
た
も
の
は
八
十
二
人
に
上
る

わ
け
で
あ
る
。
内
容
は
歴
史
、
文
皐
、
言
語
、
哲
事
、
宗
教
等
の
各
般
に
わ
た

り
、
ま
っ
た
く
東
洋
暴
論
集
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
先
生
の
庚
い
事
問
と
人
徳

と
に
よ
っ
て
、
わ
が
閣
の
東
洋
皐
の
す
べ
て
の
部
門
が
、
お
の
ず
か
ら
包
容
さ

れ
た
か
の
感
が
あ
る
。

私
事
に
わ
た
る
が
、
わ
た
く
し
は
先
生
に
射
し
て
、
春
風
胎
蕩
た
る
温
顔
と

と
も
に
、
泊
園
書
院
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
、
早
く
か
ら
格
別
の
な
つ
か
し
さ

を
感
じ
た
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
く
し
の
祖
父
は
百
年
あ

ま
り
む
か
し
藤
津
東
骸
の
敬
え
を
受
け
た
泊
園
の
門
下
で
あ
り
、
南
岳
と
は
少

年
の
こ
ろ
か
ら
と
く
に
親
し
か
っ
た
。
雨
師
の
遺
ロ
聞
は
な
お
わ
が
家
に
少
く
な

く
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
聞
か
さ
れ
た
泊
園
に
関
す
る
逸
話
は
、
い
ま
だ
に
忘
れ

え
な
い
も
の
が
あ
る
。
陸
奥
宗
光
が
入
塾
し
た
嘗
時
は
ま
だ
可
憐
な
少
年
で
あ

っ
た
と
い
う
話
な
ど
を
聞
く
に
つ
け
、
泊
園
の
人
材
育
成
の
功
に
感
心
し
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
先
生
は
十
歳
の
と
き
か
ら
南
岳
の
門
に
入
り
、
令
姉
を
通
じ
て

姻
戚
関
係
を
結
ば
れ
た
た
め
も
あ
っ
て
、
泊
圏
の
皐
統
を
守
る
た
め
に
は
ず
い

ぶ
ん
壷
カ
を
さ
れ
た
。
古
い
泊
園
誌
を
と
り
出
し
て
み
る
と
、
感
慨
を
新
た
に

す
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
泊
閣
の
遺
書
が
先
生
の
斡
旋
に
よ
っ
て
、
関
西
大
拳

闘
書
館
の
所
蔵
に
蹄
し
た
の
も
、
ま
こ
と
に
そ
の
所
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。

品
除
談
が
長
く
な
っ
た
た
め
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
こ
の
内
容
の
豊
富
な
論
集

の
全
貌
を
紹
介
し
批
許
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
不
可
能
と
な
っ
た
。
本
誌
の

性
質
上
い
ち
お
う
史
皐
に
欄
す
る
論
文
を
分
類
し
て
、
そ
の
題
目
を
紹
介
す
る

に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。

ま
ず
多
い
の
が
塞
外
史
で
、
内
田
吟
風
「
丁
令
柔
然
史
二
考
」
、
岡
崎
精
郎

「
河
西
ウ
ィ
グ
ル
史
に
闘
す
る
一
研
究
」
、
愛
宕
松
男
「
部
族
名
キ
タ
イ
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丹
語
源
考
」
、
山
本
守
寸
蒙
古
住
名
義
孜
』
の
ほ
か
、
・桑
函
六
郎
「
宋
と
大
食
」
、

佐
藤
安
四
郎
「
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
マ
ニ
教
に
つ
い
て
」
、
藤
本
勝
次

「
カ

リ
フ
・
ム
ウ
タ
シ
ム
と
ト
ル
コ
奴
隷
兵
」
な
ど
ア
ラ
ぜ
ア
関
係
の
も
の
が
自
に

つ
く
。
つ
ぎ
に
は
清
朝
史
関
係
で
、
石
田
幹
之
助
「
郎
世
寧
俸
孜
略
補
選
」
、

小
野
川
秀
美
「
何
啓

・
胡
膿
垣
の
新
政
論
議
」
、
田
中
克
巳
「
遁
謬
グ
ル
フ
マ

ン
L

、
羽
田
明

「
ガ
ル
ダ
ン
停
雑
考
」

Y

三
田
村
泰
助
「
満
洲
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の

祭
紳
ど
祝
詞
」
な
ど
五
篇
に
上
り
、
民
閣
に
入
つ
て
は
、
三
上
諦
磁
「
中
山
鑑

事
件
の
一
考
察
」
が
あ
る
。
法
制
史
で
は
、
安
部
健
夫
「
讃
元
県
章
札
記
三
則」、

内
藤
乾
士
ロ
「
敦
燈
瑞
伏
見
唐
職
制
戸
婚
厩
庫
律
断
簡
」
、
仁
井
田
陸
「
ス
タ
イ
ン

敦
爆
裂
見
の
天
下
姓
望
民
族
譜
」
、
1

併
数
史
で
は
、
小
笠
原
宣
秀
「
明
侍
浮
土

教
の
指
向
」
、
塚
本
善
隆
寸
教
健
日本
ジ
ナ
併
数
々
圏
制
規
」
、
野
上
俊
静
・
稲
葉

正
就
コ
克
の
帝
師
に
つ
い
て
」
、
吉
岡
義
銀

「
蹄
去
来
鮮
と
例
数
」J

突
撃
史
な

い
し
書
誌
皐
で
は
、
今
西
春
秋
「
六
闘
史
の
鐙
例
」
、

‘
内
藤
戊
申

「
断
代
史
に

つ
い
て
」
、
河
崎
章
夫

「清
史
稿
の
諸
版
に
つ
い
て
」
、
藤
枝
先
「
西
夏
経」
、
守

屋
美
都
雄
「
養
生
月
覚
に
つ
い
て
」
。
そ
の
ほ
か
田
村
賞
造
「
明
代
の
九
溢
鎮
」
、

森
鹿
三
「
居
延
出
土
の
一
加
書
に
つ
い
て
」
な
ど
が
あ
り
、
日
華
関
係
に
つ
い

て
は
、
小
野
勝
年

「
入
唐
信
園
修
・
堅
慧
と
そ
の
血
脈
聞
記
」
、
中
村
孝
志
「東

京
大
舶
主
イ

ッ
チ
ェ
ン
致
」
、
橋
川
時
雄
「
倭
人
が
箆
草
を
貢
い
だ
こ
と
」
が

あ
る
。

(
日
比
野
丈
夫
)

近
代
に
お
け
る
中
園
と
日
本

北

山

康

著

失
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本
文
二
三
六
頁
年
表
、
参
考
文
献

一二
頁

ζ
の
本
は
、
表
題
の
示
す
ご
と
く

「近
代
に
お
け
る
中
園
と
日
本
」
、
い
い

か
え
れ
ば
日
中
関
係
史
の
叙
述
を
目
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
日

中
関
係
の
正
常
化
へ
の
一
つ
の
障
磁
と
し
て
、
そ
れ
に
劉
す
る
園
民
の
歴
史
的

ー

理
解
の
欠
除
を
指
摘
し
う
る
が
、
こ
れ
が
啓
蒙
の
書
と
し
て
本
書
の
出
版
は
時

{
且
を
之
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
試
み
と
し
て
新
ら
し
い
も
の
だ
け
に
、
概

設
(
H
遁
史
)
と
し
て
の
構
成
の
上
で
も
、
方
法
論
(
H
理
論
}
や
表
現
(
H
文
章
)

の
上
で
も
、
ま
た
人
物
の
取
扱
い
の
上
で
も
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ω構
成
著
者
は
「
日
清

-
H露
戦
争
以
来
、

日
本
の
政
治
の
中
心
は
常
に

大
陸
政
策
で
あ
り
、
こ
れ
と
中
園
の
民
族
運
動

ιの
劉
立
が
、
ア
ジ
ア
の
近
代

史
の
基
調
を
な
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
中
園
の
、
近
代
史
を

で
き
る
だ
け
、
日
本
の
歴
史
と
か
ら
み
合
せ
て
L

叙
述
す
る
こ
と
、
ま
た
園
民

の
ア
ジ
ア
に
糾
問
す
る
無
理
解
は
西
洋
基
準
の
思
考
法
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と

に
起
因
す
る
と
も
考
え
、
そ
う
し
た
日
本
の
近
代
化
の
性
格
を
中
閣
の
「
内
設

的
な
開
化
」
?
と
の
針
比
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
、
こ
の
二
黙
を
大
き
な
眼

目
に
し
て
い
る
よ
ヲ
に
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
記
述
内
容
か
ら
推
定
す
る
に、

こ
の
本
は
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、

①
前
期
(
義
和
園
事
件
ご
ろ
ま
で

)l
|日
中

南
図
の
近
代
化
の
劉
比
を
主
題
に
す
る
、

②
中
期
(
辛
亥
革
命
の
前
後
)|
|
日

中
爾
閣
の
漣
槽
主
義
を
強
調
す
る
、
③
後
期
(
五
四
運
動
い
ご
)
||
日
本
の
侵

略
主
義
と
中
国
の
抵
抗
運
動
と
の
封
膝
閥
係
を
略
述
ポ
る
、

と
い
つ
だ
構
成
が

と
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
ザ
、
記
述
上
の
三
本
の
柱
(
園
式
)
が
適
切
に
提
起
之
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
三
つ
の
時
期
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
い
、

そ
れ

'ぞ
れ
の
園
式
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
と
、
各
時
都
で
の
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が

意
識
的
に
掘
下
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
づ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
が
つ
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
日
中
関
係
史
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
濁
自
の
時
期
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