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ぅ
。
し
か
し
、
王
朝
末
の
「
人
民
」
の
ζ

の
よ
う
な
悲
惨
さ
だ
け
を
強
調
す

る
の
は
、
片
手
落
ち
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
悲
惨
さ
と
紙
一

重

で
あ
ろ
う
と
も
、
「
叛
飢
」
に
参
加
し
た
人
々
な
ど
の
中
に
は
、
「
ど
ん
ど
ん

食
え
、
ど
ん
ど
ん
着
ろ
。
大
門
を
開
い
て
悶
王
李
白
成
を
迎
え
よ
う
。
閲
王

が
く
れ
ば
、
税
も
納
め
な
く
て
も
よ
い
じ
(
小
野
和
子
謬
)
と
か
、
「
洪
楊

が
来
る
と
聞
い
て
、
韓
中
が
像
快
に
な
る
。
太
平
軍
を
手
引
き
し
て
、

大
量

め
を
い
け
ど
ろ
う
。
」
(
西
川
喜
久
子
誇
)
な
ど
と
い
う
、
歓
喜
と
解
放
感
と

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

ζ

の
黙
も
無
視
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
う
で
な
い
と
、
本
書
の
よ
う
に
、
王
朝
末
期
の
混
観
を
牧
拾
し
、
「
卒
和
」

と
「
秩
序
」
を
も
た
ら
し
た
者
は
、
そ
の
「
卒
和
」
や
「
秩
序
」
の
質
の
如

何
は
問
わ
れ
ず
、
無
前
提
に
讃
美
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
朱
元
磁

の
基
本
原
則
は
コ
冗
末
に
豪
・
張
が
貧
・
弱
を
侮
っ
た
の
に
懲
り
て
、
立
法

た
す

多
く
は
貧
を
右
け
富
を
抑
え
た
」
(
明
史
、
七
七
、
食
貨
志
)
と
と
ろ
に
あ

り
、
そ
ζ

に
、
「
人
民
に
削
到
す
る
彼
の
同
情
と
理
解
の
程
を
汲
み
と
る
と
と

が
で
き
る
。
」
(
八
八
頁
)
な
ど
と
い
う
王
朝
創
始
者
H
救
世
主
論
に
陥
い
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
程
、
「
明
史
」
の
食
貨
志
の
記
事
・
な
ど
を
丸

ご
と
信
ん
じ
て
、
朱
元
噂
の
基
本
原
則
を
説
く
の
は
、
明
肌
暴
す
ぎ
る
。
と
こ

で
は
、
史
料
が
、
ど
の
よ
う
・
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
・
な
階
級
に
よ
っ
て
書
か

れ
、
ど
の
よ
う
な
限
界
を
も
っ
て
い
る
の
か
が
、
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
わ
が
園
の
中
園
民
衆
運
動
史
研
究
に
於
い

て
、
最
も
誇
る
べ
き
業
績
は
、
明
清
時
代
の
抗
租
・
抗
糧
と
い
う
生
活
者
た

ち
の
経
済
闘
争
の
研
究
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
は
、
『
中
飽
史
に
お

け
る
革
命
と
宗
教
』
と
い
う
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ζ

れ
ら
抗
租

・
抗
極
闘

争
が
、
そ
の
視
野
に
、
ほ
と
ん
と
入
っ
て
い
な
い
。
因
み
に
、
評
者
が
気
が

つ
い
た
範
閣
で
は
、
本
書
に
は
、
「
佃
戸
の
叛
観
」
(
一
五
五
頁
)
、
「
抗
租
抗

栂
等
の
事
件
」
(
一
一
一
-
一
一
ニ
頁
)
と
、
二
ヶ
所
、
抗
租
抗
糧
に
ふ
れ
た
部
分
が

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
書
は
、
「
宗
教
叛
観
」
と
王
朝
革
命
を
中
心
と
し
て

と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
必
ず
し
も
、
抗
租
・
抗
糧
闘
争
に
は
詳
し
く

言
及
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
「
革
命
」

を
論
ず
る
以
上
、
民
衆
運
動
全
佳
を
、
常
に
そ
の
視
野
に
入
れ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
、
宗
数
「
柘
概
観
」
史
研
究
が
、
中
闘

の
民
衆
運
動
史
研
究
の
中
で
、
一
人
前
の
役
割
を
捻
い
得
る
か
ど
う
か
は
、

ま
さ
に
、
こ
の
黙
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
、
そ
と
ま

で
開
拓
者
で
あ
る
著
者
に
求
め
る
の
は
い
さ
さ
か
酷
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

我
々
後
事
の
捻
う
べ
き
課
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

。

(

相

田

洋

)

-107ー

初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
の
研
究

森

本

公

誠

著

昭
和
五
十
年
二
月
東
京
岩
波

書
庖

A
5
版
四
四
四
頁

七
世
紀
に
成
立
し
た
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
圏
家
は
、
カ
リ
フ
位
制
の
指
向

す
る
統
一
化
の
側
面
と
、
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の

歴
史
社
合
自
に
箇
有
な
地
域
性
の
側
面
と
を
合
せ
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
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初
期
イ
ス
ラ
ム
園
家
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
と
の
こ
つ
の
側
面
を

歴
史
的
に
ど
う
把
握
す
る
か
が
一
つ
の
鍵
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

S
-
ア

リ
1
の
守
ハ
ス
ラ
の
社
曾
経
済
制
度
』
は
、
と

の
難
聞
を
解
き
明
か
そ
う
と

す
る
貴
重
な
質
震
研
究
で
あ
っ
た
が
、
エ
ジ
プ
ト
祉
舎
を
劉
象
と
す
る
と
の

論
文
集
も
と
の
よ
う
な
地
域
史
研
究
の

一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
問
題
設
定
の

う
え
で
は
J
・
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
や
D
・デ
ン
ネ

ッ
ト
を
ほ
ぼ
忠
質
に
踏
襲
し

-
な
が
ら
も
、
パ
ピ
ル
ス
文
書
や
ム
ス
リ
ム
史
料
を
駆
使
し
て
、
初
期
イ
ス
ラ

ム
時
代
の
税
制
史
を
具
態
的
に
、
し
か
も
従
来
の
研
究
よ
り
は
る
か
に
正
確

に
描
き
出
し
た
と
い
う
黙
で
高
く
評
領
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
線
序
」

に
は
、
ア
ラ
ブ
の
征
服
後
、
エ
ジ
プ
ト
社
命
闘
が
「
ど
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
化
、

あ
る
い
は
ア
ラ
ブ
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
一
た
ん
確
立
さ
れ
た
健
制

が
、
そ
の
後
い
か
な
る
媛
容
を
蒙
む
り
、
崩
壊

へ
の
道
を
た
ど
っ
た
か
、

ζ

れ
ら
の
過
程
を
佐
倉
経
済
史
、
と
り
わ
け
税
制
史
・
な
ら
ひ
に
土
地
制
度
史
の

観
貼
か
ら
眺
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
期
イ
ス
ラ
ム
枇
舎
の
性
格
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
」
が
究
極
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

全
般
は
税
制
史
編
と
土
地
制
度
史
編
の
二
部
に
分
れ
、
第
一
部
は
、
序
論

「
ア
ラ
ブ
の
エ

ジ
プ

ト
征
服
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
」
、
第
一
章
「
ア
ラ
ブ

征
服
期
に
お
け
る
税
制
」
、
第
二
章
「
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
に
お
け
る
税
制
」
、
第

三
章
「
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
お
け
る
税
制
L

か
ら
な
る
。
第
二
部
は
、
第
一
章

「
土
地
所
有
形
態
と
そ
の
展
開
」
、
第
二
章
「
土
地
の
貸
借
契
約
に
つ
い
て
」

か
ら
な
り
、
最
後
に
付
論
と
し
て
「
ア

ッ
パ
ー
ス
靭
の
激
算
財
政
」
が
つ
け
加

え
ら
れ
て
い
る
。
七
篇
の
論
文
の
う
ち
五
篇
は
既
設
表
の
も
の
で
あ
る
が
、

第
一
部
第
二
章
の
大
半
と
第
三
章
の
過
半
は
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
論
文

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
本
書
全
種
の
約
五
割
近
く
に
達
す
る
。
そ
し
て
ζ

の

「官
官
き
加
え
」

K
よ
っ
て
、
ア
ラ
ブ
の
征
服
か
ら
イ
ク
タ

l
制
の
成
立
期
に

至
る
「
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
」
の
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
が
、
一

貫
し
た
観
駐
の

下
に
切
れ
目
な
く
叙
述
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
詳
細

な
貨
誌
研
究
の
積
み
重
ね
で
は
あ
る
が
、
全
般
を
ま
と
ま
り
あ
る
一
加
の
モ

ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
読
む
ζ

と
も
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
硯
黙
と
構
成
を
も
っ
本
書
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

今
後
、

同
時
代
の
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
史
の
研
究
者
に
到
し
て
、
ま
た
十
二
世
紀
以
降

の
イ
ク
タ
l
制
時
代
の
研
究
者
に
封
し
て
、
多
く
の
示
唆
と
さ
ま
ざ
な
問
題

と
を
提
供
し
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
た
だ
こ
ζ

で
扱
わ
れ
て
い
る
テ

1
7
は

イ
ス
ラ
ム
国
家
の
理
解
の
仕
方
に
直
接
係
わ
り
、

ま
た
イ
ス
ラ
ム
史
の
時
代

区
分
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
す
る
だ
け
に
、
嶋
田
論
文
や
デ
ン
ネ

ッ
ト
の

研
究
と
讃
み
く
ら
べ
て
み
て
疑
問
に
思
う
と
ζ

ろ
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に

イ
ク
タ
l
制
成
立
期
の
エ
ジ
プ
ト
を
考
え
て
み
る
と
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
点
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
蛇
足
を
加
え
る
に
過
き
な
い
ζ

と
は

充
分
承
知
の
う
え
で
、
以
下
、
本
書
の
内
容
を
順
を
追
っ
て
紹
介
し
な
が
ら
、

ζ

れ
ら
の
問
題
鈷
を
述
べ
て
み
る
と
と
に
し
た
い
。

一 108ー

第
一
部
序
論
で
は
、
ア
ラ
ブ
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
を
め
ぐ
る
法
理
論
家
た
ち

の
論
争
が
扱
わ
れ
る
。
初
期
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
和
約
に
よ
る
征
服
か
、
武

力
に
よ
る
征
服
か
が
租
税
法
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
た
が
、

ζ

の
征
服
方
式
に

つ
い
て
の
ム
ス
リ
ム
侍
承
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
骸
密
な
史

料
批
判
刊
が
必
要
と
さ
れ
る
。
著
者
は
、
イ
ラ
ク
征
服
史
の
研
究
で
嶋
田
袈

卒
氏
が
確
立
し
た
停
承
批
剣
の
方
法
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

す

-な
わ
ち
、
パ
ビ
ロ
ン
の
和
約
後
、
カ
リ
フ
・
ウ
マ
ル
の
政
策
特
換
が
あ
り
、

ま
た
ア
ラ
ブ
寧
に
よ
る
土
地
や
住
民
の
分
配
を
防
ぐ
た
め
に
、
武
力
で
征
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服
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
住
民
に
保
護
を
輿
え
た
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
和

約
が
成
立
し
、
さ
ら
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
に
な
っ
て
増
税
の
必
要
か
ら
再
び

征
服
読
が
唱
え
ら
れ
た
、
と
。
と
の
よ
う
な
俸
承
の
歴
史
的
解
穫
に
よ
っ
て
、

錯
雑
し
た
諸
俸
承
は
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、

例
え
ば
「
他
の
い
ず
れ
の
惇
承
に
も
現
わ
れ
な
い
ヌ
ビ
ア
人
が
登
場
し
た

り
、
ま
た
内
容
が
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
こ
と
」
(
八
頁
)
だ
け
か
ら
偽
作
の

傍
承
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
の
か
、
ど
う
か
。
ま
た
惇
承
家
の
生
波
年
と
終
盤

を
略
述
す
る
だ
け
で
「
傍
承
系
譜
に
問
題
は
な
い
」
(
一
一
頁
)
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
確
か
に
デ
ン
ネ
ッ
ト
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
精
微

念
史
料
批
判
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
あ
え
て
難
黙
を
探
せ
ば
、
停
承
批
判

の
密
度
に
濃
淡
の
差
が
あ
る
と
と
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

続
く
第
一
章
は
ア
ラ
ブ
征
服
期
の
税
制
研
究
。
最
初
に
ム
ス
リ
ム
史
料
を

批
剣
的
に
検
討
し
、
次
に
ヨ
ハ
ネ
ス
の
年
代
記
を
用
い
て
税
制
の
枠
組
を
定

め
、
最
後
に
課
税
法
を
具
健
的
に
侍
え
る
ハ
カ
ム
的
の
俸
承
を
分
析
す
る
。

と
れ
ら
一
一一種
の
史
料
を
総
合
し
て
、
コ
プ
ト
人
村
落
に
お
け
る
税
の
主
践
は

現
金
税
と
現
物
税
で
あ
り
、
農
民
に
は
一
人
一
デ
ィ
l
ナ
1
ル
の
人
頭
税
と

卒
均
一
デ
ィ

I
ナ
1
ル
の
土
地
税
、
そ
れ
に
地
積
数
に
臨
応
じ
た
現
物
租
が
課

せ
ら
れ
た
と
し
、
一
方
非
農
民
の
人
頭
税
は
一
人
二
デ
ィ

1
ナ

1
ル
で
あ

り
、
と
れ
以
外
に
臨
時
税
と
し
て
ム
ス
リ
ム
の
款
待
費
が
課
せ
ら
れ
、
ま
た

村
民
の
共
同
負
矯
と
し
て
共
同
位
維
持
費
の
存
在
し
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
ハ
カ
ム
的
の
史
料
か
ら
、

当
時
の
村
落
は
納
税
の
連
帯
責
任
を

負
う
自
立
的
な
俊
民
の
共
同
躍
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
農
民
の

土
地
所
有
と
も
関
連
す
る
問
題
な
の
で
、
と
れ
に
つ
い
て
は
第
二
部
の
土
地

所
有
問
題
と
合
せ
て
論
ず
る
と
と
に
し
た
い
。

第
二
章
は
、
課
税
業
務
や
徴
税
業
務
を
含
め
て
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
の
税

制
を
線
合
的
に
分
析
す
る
。
ま
ず
ジ
ズ
ヤ
の
語
畿
の
歴
史
的
獲
涯
を
論
じ
、

ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
が
ジ
ズ
ャ
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
を
と
も
に
共
同
健
か
ら
一
括
し

て
徴
牧
さ
れ
る
「
貢
納
」
で
あ
っ
た
と
解
稗
し
、
次
い
で
デ
ン
ネ
ッ
ト
が
ジ

ズ
ヤ
は
最
初
か
ら
「
税
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
に
射
し
て
、
著
者
は
、

ジ
ズ
ヤ
は
最
初
貢
納
で
あ
っ
た
が
、
「
首
の
ジ
ズ
ヤ
」
の
語
を
経

て
、
や
が

て
人
頭
税
の
意
味
に
繁
化
し
て
い
っ
た
と
解
開
押
し
て
い
る
。
次
に
パ
ピ
ル
ス

文
書
を
用
い
て
土
地
税
と
人
頭
税
と
か
ら
な
る
現
金
税
の
内
容
を
詳
細
に
分

析
し
、
や
が
て
と
れ
ら
の
税
を
の
が
れ
る
た
め
に
離
村
し
て
修
道
憎
に
な
っ

た
り
、
他
村
に
逃
亡
し
た
り
す
る
流
亡
者
(
ジ
ャ
ワ

1
リ
l
)
が
増
大
し
て

い
っ
た
ζ

と
が
述
べ
ら
れ
る
。
典
型
的
な
イ
ス
ラ
ム
法
的
人
頭
税
が
成
立
す

る
の
は
と
の
流
亡
者
の
調
査
後
の
と
と
で
あ
り
、
ま
た
改
宗
す
れ
ば
人
頭
税

が
菟
除
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
が
確
立
し
た
の
は
、
ウ
マ
ル

二
世
の
改
革
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
中
期
以
降
の
コ
プ
ト
農
民
に
よ
る
抗
租
反
観

が
と
れ
を
賓
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
本
文
中
、
ジ
ャ
ワ
l
リ
ー
は
一

貫
し
て
「
流
亡
者
」と
謬
さ
れ、

過
酷
・
な
徴
税
を
の
が
れ
て
逃
亡
し
た
農
民
あ
る
い
は
職
人
で
あ
る
と
さ
れ
て

円
る
。
し
か
し
「
こ
れ
ら
の
流
亡
者
は
大
む
ね
家
族
を
持
ち
、
資
産
も
所
有

し
て
お
り
、
-
な
か
に
は
大
地
主
の
被
護
者
に
な
っ
て
い
た
者
も
あ
っ
た
「
(
一

三
四
頁
)

と
と
を
考
え
る
と
、

ζ

の
ジ
ャ
ワ
l
リ
ー
を
す
べ
て
逃
亡
者
で
あ

る
と
解
律
す
る
の
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

M
-
シ
ャ

1
パ
1
ン
も
述
、
へ
る
よ
う
に
、
乙
れ
を
抗
租
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
、
日

常
的
な
労
働
力
の
移
動
現
象
と
し
て
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
流
亡
者
問
題
と
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ワ
l
リ
l
問
題
」

が
ア
ラ
ブ
帝
図
の
根
底
に
係
わ
る
問
題
と
し
て
級
わ
れ
て
い
・
な
い
の
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
で
流
亡
者
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
ハ
ッ
ジ
ャ
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ー
ジ
ュ
が
イ
ラ
ク
で
マ
ワ

1
リ
1
の
締
村
政
策
を
質
施
し
た
七

O
二
年
直
後

の
と
と
で
あ
る
。
し
か
も
と
の
政
策
が
エ
ジ
プ
ト
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
輿

え
た
と
と
は
、
イ
プ
ン

・
ア
ブ
ド
ル

・
ハ
カ
ム
の
記
事
に
も
停
え
ら
れ
て
い

る
。
デ
ン
ネ
ッ
ト
は
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
の

エ
ジ
プ
ト
で
は
ズ
ィ
ン
ミ

ー
か

ら
の
改
宗
者
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
偲
に
マ
ワ

l
リ
l
問
題
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
故
イ
ラ
ク
で
は
マ
ワ

1
リ

ー
が
重
要
な
祉
合
問
題
と
な
り
、

一
方
、
同
時
代
の

エ
ジ
プ
ト
で
は
何
故

ジ
ャ
ワ

l
リ
ー
だ
け
が
主
要
な
問
題
に
な
っ
た
か
が
具
盤
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
村
落
共
同
位
の
枠
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
農
民

が
、
単
に
経
済
的
動
機
か
ら
ム
ス
リ
ム
に
改
宗
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
す

る

一
般
的
叙
述
(
一
四
四
頁
)
で
は
、
と
の
差
違
を
歴
史
的
に
説
明
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
で
は
、
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
の
税
制
が
、

-
抗
租
運
動
史
、

2
課

税
法
、

3
税
務
行
政
、

4
税
制
の
展
開
と
納
税
請
負
制
の
設
展
に
分
け
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
ー
は
マ
ク
リ

1
ズ
ィ

l
の
記
述
の
批
剣
を
前
提
と
し
て
、

ア
ッ
パ
ー
ス
羽
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
エ
ジ
プ
ト
各
地
で
起
っ
た
抗
租
運

動
の
歴
史
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
と
こ
で
批
剣
の
針
象
と
さ
れ
て

h
る
マ
ク
リ

1
ズ
ィ

1
の
記
述
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
れ
は
ム
ス
リ
ム
支
配

に
削
到
す
る
コ
プ
ト
人
の
反
鋭
か
ら
ア
ラ
フ
人
の
入
植
を
経
て
、
ナ

1
ス
ィ
ル

検
地
に
至
る
ま
で
の

エ
ジ
プ
ト
の
祉
舎
経
済
史
を
時
代
順
に
叙
述
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
著
者
が
い
う
よ
う
に
コ
プ
ト
人
の
反
鋭
と
ア
ラ
ブ
人
の
反
観
と

を
二
分
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し、

い
ず
れ
に
し
て
も
抗

租
運
動
史
に
か
ん
す
る
と
の
豊
か
な
記
述
を
抽
叫
ん
で
み
る
と、

初
期
イ
ス

ラ

ム
時
代
の
農
民
運
動
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ζ

れ
ま
で
の
古
い
認
識
を
改

め
る
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

2
で
は
、
ア
ッ
パ

ー
ス抑
制
時
代
、
ジ
ャ
ワ

1
リ
!
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
人
頭
税
の
額
は
貧
富
の
差
に
よ
っ

て
大
小
が
あ
っ
た
こ
と
、
カ
リ

フ
・

7

フ
デ
ィ
ー
は
ア
ラ
ブ
人
地
主
に
削
到
す
る
-
課
税
を
ウ
シ

ュ
ル
か
ら
ハ

ラ
l
ジ

ュ
に
後
更
し
た
と
と
、
ま
た
ラ
シ
l
ト
時
代
に
・
な
る
と
現
金

・
現
物
約
制
か

ら
現
金
納
制
に
一
本
化
さ
れ
た
と
と
、
そ
し
て
イ
プ
ン
・
ム
ダ
ッ
ビ
ル
の
改

革
(
八
六
二
年
)
は
、
作
物
や
土
地
の
種
類
に
よ
る
課
税
法
を
導
入
す
る
も

の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
3
は
、
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
時
代
の
行

政
機
構
、
課
税
業
務
、
徴
税
業
務
の
具
践
的
分
析
で
あ
る
が
、
マ
フ
デ
ィ

1

時
代
に
な
る
と
、
村
内
一
の
徴
税
は
従
来
の
よ
う
に
村
長
の
媒
介
を
必
要
と
せ

ず
、
政
府
波
遣
の
徴
税
官
あ
る
い
は
そ
の
代
官
に
よ
っ
て
直
接
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
・
な
っ
た
こ
と
が
重
要
な
論
黙
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
ζ

ろ

で
、
と
れ
ら
の
制
度
上
の
諸
改
革
に
か
ん
す
る
記
述
を
讃
ん
で
み
て
一
つ
だ

け
気
に
な
る
の
は
、
現
金

・
現
物
納
制
か
ら
現
金
納
制
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る

問
題
で
あ
る
。
後
の
ア
イ
ユ

1
ブ
朝
時
代
に
は、

小
褒

・
大
褒
を
は
じ
め
と

す
る
主
要
穀
物
租
の
地
租
は
現
物
納
で
あ
っ
た
か
ら
、
著
者
が
述
べ
る
よ
う

に
と
の
時
全
園
的
な
規
模
で
現
金
納
制
が
施
行
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
マ
フ
デ

ィ
1
時
代
以
後
に
再
び
現
金
納
か
ら
現
物
納
へ
の
努
化
が
あ
っ
た
と
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
現
金
納
制
へ
の
移
行
と
い
う
制
度
上
の
改
革
を
説
く

場
合
に
は
、
蛍
然
の
と
と
な
が
ら
そ
の
獲
革
を
促
し
た
吐
命
回
線
済
的
僚
件、

と
り
わ
け
商
業
経
済
の
設
達
と
の
関
連
が
よ
り
陣
取
密
な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

4
は
納
税
請
負
制
に
つ
い

て
の
一

節
。
九
世
紀
に
入
る
と
、
地
方
の
有
力

者
は
出
身
地
域
の
納
税
を
請
負
う
よ
う
に
去
り、

そ
の
地
域
の
水
利
機
構
を

管
理

・
維
持
す
る
責
任
を
負
う
と
岡
崎
K
、

-um
-郎
常
時
あ
る
い
は
そ
の
仲

間
を
用
い
て
徴
税
権
を
行
使
し
て

い
た
と
い
う
。
彼
ら
は
い
わ
ば

「
私
的
な
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請
負
人
」
で
は
あ
っ
た
が
、
本
質
的
に
は
徴
税
官
吏
の
代
理
人
で
あ
り
、
そ

う
し
た
ζ

と
か
ら
結
局
、
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
の
園
家
の
基
本
的
関
係
は

「園
家
と
農
民
と
の
関
係
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ク
タ
1
創
成
立
以

前
の
毘
家
の
基
本
的
関
係
を
と
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
と
に
つ
い
て
は
、
私

も
前
に
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
と
と
が
あ
る
の
で
異
論
は
な
い
が
、
と
と
に
言

う
園
家
と
農
民
と
の
関
係
を
、
「
イ
ス
ラ
ム
封
建
制
」
の
問
題
も
含
め
て
、

歴
史
的
に
ど
う
解
四
押
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
や
は
り
ζ

れ
か
ら
の
重
要
な

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
二
部
は
税
制
史
と
表
裏
の
閥
係
に
あ
る
土
地
制
度
史
の
研
究
で
あ
る
。

第

一
章
の
冒
頭
に
は
、
土
地
制
度
を
考
察
す
る
場
合
の
基
本
姿
勢
が
次
の
三

黙
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
は
ア
ラ
ブ
嘗
局
が
と
っ
て
き
た
政
策

の
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
す
る
ζ

と
で
あ
り
、

第
二
は
イ
ス
ラ
ム
以
前
の
土
地
制

度
を
ア
ラ
ブ
嘗
局
は
、ど
の
よ
う
に
縫
承
し、

い
か
・
な
る
形
態
に
袋
容
し
た
か

と
い
う
と
と
、
そ
し
て
第
三
は
帝
園
内
の
地
域
差
に
よ
る
土
地
制
度
の
遠
い

を
、
ア
ラ
ブ
嘗
局
は
ど
と
ま
で
統
一
化
し
よ
う
と
す
る
意
園
を
も
っ
て
い
た

か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
征
服
嘗
初
の
土
地

制
度
の
分
析
を
行
な
い
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
征
服
後
も
原
住
民
の
土
地
保
有

が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
村
長
や
一

部
の
有
力
者
を
除
け
ば
、
と
れ
ら
の
コ

プ
ト
農
民
は
相
互
に
納
税
の
連
帯
責
任
を
負
う
自
作
農
と
し
て
の
小
土
地
所

有
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

と
こ
ろ
が
ウ
マ
イ
ヤ
朝
中
期
以
降
に
な
る

と
ア
ラ
ブ
人
の
入
植
が
始
ま
り
、
彼
ら
は
地
方
の
有
力
地
主
と
し
て
の
地
盤

を
し
だ
い
に
恩
め
て
い
っ
た
か
ら
、
コ
プ
ト
人
村
落
共
同
鐙
を
基
盤
と
す
る

エ
ジ
プ
ト
農
村
一
位
曾
は
狼
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
サ
I
マ
ッ
ラ
1
時
代
に
入
る
と
私
領
地
(
ダ
イ
ア
)
の
設
展
が
著

し
く
進
行
し
、
ア
ラ
ブ
人
や
ト
ル
コ
人
等
の
高
級
官
僚
や
土
着
の
富
裕
階
級

は
私
領
地
の
有
力
地
主
で
あ
る
と
同
時
に
、
納
税
請
負
人
と
し
て
地
方
の
徴

税
構
を
も
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

と
と
ろ
で
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
制
度
の
歴
史
的
努
濯
を
た
ど
り
・
な

が
ら
、
ア
ラ
ブ
人
の
地
主
化
や
私
領
地
の
設
展
に
よ
っ
て
コ
プ
ト
人
の
村
落

共
同
健
が
し
だ
い
に
繁
容
し
て
い
っ
た
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し

「
コ
プ
ト
人
村
落
共
同
健
の
再
編
」
と
い
い
、
「
エ

ジ
プ

ト
農
村
社
舎
の
袋

容
」
と
い
う
場
合
、
具
陸
的
に
ど
う
い
う
意
味
で
の
再
編
で
あ
り
、
袋
容
で

あ
っ
た
の
か
、
い
ま
一
つ
明
確
さ
を
快
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ラ

ブ
人
の
地
主
化
は
村
落
内
に
蛍
然
階
層
分
化
の
問
題
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で

あ
り
、
不
在
地
主
に
よ
る
村
落
所
有
は
、
都
市
と
農
村
と
の
関
係
に
お
い

て

農
村
吐
舎
の
構
造
に
大
き
念
嬰
化
を
も
た
ら
す
要
因
で

あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
ま
た
政
府
に
よ
っ
て
納
税
主
鐙
と
し
て
把
短
さ
れ
て
い
る
ζ

と
が
直
ち

に
「
自
由
な
L

農
民
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
は
多
分
に
疑
問
で
あ
り
、
「
濁
立

し
た
自
由
な
自
作
農
の
共
同
健
」
と
い
う
コ
プ
ト
人
村
落
の
イ
メ
ー
ジ
も
、

蛍
時
の
再
生
産
の
あ
り
方
や
む
ら
社
舎
の
構
造
を
考
慮
し
た
う
え
で
改
め
て

検
討
さ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
納
税
請
負
制
と

私
領
地
の
裂
展
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
私
的
な
請
負
人
に
よ

る
納
税
業
務
の
代
行
は
、
「
本
質
的
に
は
園
家
の
行
政
機
関
と
媛
り
な
い
」

(=二

O
頁
)
と
許
債
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
、
耕
作
朕
態
の
駐
督
、

水
利
機
構
の
管
理
・
維
持
、

徴
税
業
務
等
が
園
家
の
徴
税
官
で
は
な
く
、
私

領
地
所
有
者
で
あ
る
請
負
人
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
、
し
か
も
ζ

れ
ら
の
権
限

が
家
産
的
役
人
た
る
一
族
・
郎
議
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

と
を
も
っ
と
重
く
み
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
官
僚
的
・
な
関
家
障
制
の
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な
か
に
、
私
的
な
人
間
関
係
を
基
盤
と
す
る
公
憾
の
代
行
者
の
あ
ら
わ
れ
て

く
る
ζ

と
が
、

軍
事
イ
ク
タ
l
制
成
立
の
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
燦
件
で
あ

っ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
は
、
ア
ッ
パ
ー
ス
秘
か
ら
フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
に
い
た
る
聞
の
借
地

契
約
文
書
の
分
析
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
一
ハ
ピ
ル
ス
文
書
に
み
え
る
借
地
契

約
を
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
な
が
ら
、
キ
ラ
l
契
約
と
カ
パ

l
ラ
契
約
文

書
に
あ
ら
わ
れ
る
「
現
金
傾
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
主
題
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
と
の
現
金
額
を
借
地
料
と
す
る
A
-
グ

ロ
1
7
ン
の
解
樟

に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
付
租
税
は
土
地
占
有
者
に
か
か

る
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
原
則
が
あ
る
と
と
、
ま
た
同
A
V

画
時
の
小
褒
の
生

産
向
を
考
え
る
と
、
と
の
現
金
が
借
地
料
で
は
低
率
す
ぎ
る
と
と
か
ら
、
こ

れ
は
税
(
ハ
ラ

1
ジ
ュ
)
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
除
地

が
な
い
ま
で
に
論
託
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
私
領
地
の
場
合
に
も
、

小
作
人
が

ハ
ラ
l
ジ
ュ
を
悶
家
に
納
入
し
た
と
と
に
嬰
り
は
な
い
と
さ
れ
て

い
る
が
、

し
か
し
般
に
私
領
地
内
の
小
作
人
も
、
そ
れ
以
外
の
自
作
農
も
と
も
に
ハ
ラ

ー
ジ
ュ
を
納
入
し
た
と
す
れ
ば
、
税
務
行
政
上
で
ハ
ラ

!
ジ
ュ
地
と
私
領

地
の
区
別
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
と
を
と
う
解
即
押
し
た
ら
よ
い

の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
第
一

章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
私
領
地
が
何
ら
か

の
政
治
的
「
譲
渡
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た

(
三
五
五
!
五
六
頁
)
と
す
れ
ば
、

ハ
ラ
l
ジ
ュ
と
借
地
料
と
を
負
捻
す
る
小
作
伐
と

ハ
ラ
ー
ジ

ι

だ
け
を
負

抽
出
す
る
段
民
と
の
援
が、

直
ち
に
枇
命
的
な
矛
盾
と
し
て
表
面
化
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
朴
な
疑
問
で
は
あ
る
が
、
イ
ラ
ク
の
場
合
に
は
私
領

地
所
有
者
が
ウ
シ
ナ
ル
を
支
挑
っ
た
ζ

と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
エ

ジ
プ
ト
に
お
け
る
私
領
地
設
展
の
隆
史
的
意
義
を
考
え
る
う
え
で
も
、
と
れ

ば
避
け
て
通
る
と
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

付
論
は
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
の
関
家
財
政
と
サ
ワ
l
ド
の
穀
物
行
政
を
扱
っ
た

論
稿
で
あ
り
、
エ

ジ
プ
ト
に
つ
い
て
直
後
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
と
の
時
代
に
、

経
済
的
貿
力
者
で
あ
る
商
人
や
農
場
経
営
者

(タ

I
ニ

!
)
が
中
間
階
級
と
し
て
し
だ
い
に
撞
頭
し
、
や
が
て
徴
税
請
負
跡
地
を
獲

得
し
て
下
層
民
を
麿
迫
し
た
と
と
に
、
ア
ッ
パ

ー
ス
靭
図
家
崩
嬰
の
原
因
を

み
て
い
る
黙
で
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
ζ

の
論
文
に
は
私
領
地
に
つ
い
て
の

指
摘
は
な
い
が
、
私
は
、
と
の
中
間
階
級
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
の
背
後

に
、
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
と
同
じ
く
著
し
い
私
領
地
の
設
達
が
あ
っ
た
と
考
え

て
い
ヲ
匂
。

以
上
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
く
つ
か
の
間

題
結
を
述
べ
て
み
た
が
、
そ
れ
は
と
の
研
究
を
出
設
貼
に
し
て
、
初
期
イ
ス

ラ
ム
時
代
の
デ
ィ
l
ワ
l
ン
陸
制
か
ら
イ
ク
タ
l
制
へ
の
鑓
革
期
の
研
究
を

さ
ら
に
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
私

の
ま
と
め
方
は
ど
く
お
お
ま
か
・な
も
の
で
あ
っ
て
、
と
の
よ
う
に
粗
雑
な
紹

介
の
仕
方
に
よ
っ
て
本
容
の
内
容
が
果
し
て
正
確
に
博
え
ら
れ
た
の
か
、
ど
う

か、

誤
解
し
た
占
…
ゃ
あ
る
い
は
理
解
の
足
り
な
い
と
と
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
お
そ
れ
て

い
る
。
本
書
の
民
の
債
値
は
、
や
は
り
豊
か
な
質
詮
過

程
を
読
み
す
す
む
う
ち
に
、
自
ず
と
感
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う

。

(

佐

藤

次
高
)
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