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I
/t
一

日-

ノ

琢

治

l

緒

言

刀
助
は
日
本
国
民
に
は
翠
に
武
据
た
る
以
上
の
拳
織
豊

恩
義
を
有
す
る
こ
E
は
多
言
ttq･壷

せ
ぬ
｡
之
を
上
に
し
て

は
我
が
皇
室
の
紳
器
ビ
tIb-
'
之
を
下
に
し
て
は
武
士
の
魂
ど
な
っ
て
'
腰
刀
命
が
布
か
れ
る
ま
で
常
に
殆
ん
で
紳

重
な
物
ど
な
っ
て
凍
て
p
今
で
も
我
々
に
は
他
の
器
械
に
封
す
る
ピ
選
っ
た
態
度
で
之
を
親
つ
～
あ
る
評
で
あ
る
｡

各
国
に
刀
鋤
の
由

布
に
執
心
な
人
士
が
あ
っ
て
刀
財
骨
が
到
る
産
に
興
さ

れ
て
'
そ
の
鑑
賞
は
恐
ら
-
は
腰
刀
命

以

前
の
武
士
の
間
に
行
ほ
れ
た
よ
-
一も
却
っ
て
魔
歩
し
て
ゐ
る
ビ
想
は
れ
る
｡

今
我
々
が
露
に
述

べ
ん
だ
す
る
の
ほ
曲
の
如
き
聴
覚
ビ
い
ふ
立
場
か
ら
で
な
-
て
p
之
を
文
化
民
族
の
生
産
物
だ

親
で
如
何
な
る
忠
魂
を
有
し
.
其
の
地
域
的
分
布
が
氏
族
の
生
活
及
び
活
動
だ
如
何
L･i
る
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ

る

か
な
研
究
せ
ん
だ
す
る
の
で
あ
る
F'

刀
蝕
の
地
租
的
研
究



地

球

第
三
各

節
二
親

孟

畑

こ

鱒
頭
に
覇
者
に
断
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
.
蓑
に
述
べ
る
所
が
昨
年
七
月
以
後
消
夏
の

山
具
だ
し
て
刀
財
に
開
す

る
古
今
の
刊
行
固
普
及
寄
木
AfJ
少
数
の
質
物
E
を
対
照
し
て
p
批
判
的
感
度
で
文
献
に
見
え
た
日
本
刀
助
の
銘
文
に

就
き
研
究
し
て
獲
た
最
初
の
収
穫
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡
立
派
な
質
物
を
嘱
目
す
る
横
倉
な
-
.
鑑
定
識
別
の
拝

聴
も
な
し
に
見
督
-
次
籍
に
手
に
入
れ
た
も
の
に
丑
脚
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
他
日
東
に
進
ん
で
研
究
を
瀬
け
た
ら

ば
今
聾
を
珂
し
て
作
っ
た
所
を
如
何
に
修
正
せ
ね
は
な
ら
ぬ
か
を
漁
想
し
能
は
ぬ
の
で
あ
る
｡

l
見
す
れ
ば
卦
-
平
生
手
に
か
け
る
材
料
だ
懸
隔
し
.
殆
ん
で

風
馬
牛
相
関
せ
ざ
る
如
き
も
の
に
敢
て
指
を
染
め

る
に
至
っ
た
動
機
の

7
ほ
､
政
の
姦

助
家
の
研
究
の
方
針
方
法
を
観
る
に
､
武
士
の
身
を

防
ぎ
団
を
護
る
武
器
ビ
し

て
賓
用
を
目
的
だ
し
た
幕
府
時
代
ビ
同

l
の
態
度
を
今
帝
は
執
る
の
で
.
刀
射
そ
の
物
の
良
否
に
重
き
を
置
き
文
厭

だ
し
て
の
慣
位
を
十
分
に
顧
み
な
い
人
士
が
少
-
な
い
桟
で
あ
-
p
又

一
方
に
は
他
の
文
戯
を
蚤
取
眼
で
捜
索
す
る

歴
史
家
が
信
用
す

べ
き
金
石
文
に
乏
し
い
平
安
朝
以
後
に
於
で
年
月
場
魔
を
鶴
･C,附
け
た
刀
釦
銘
な
る
も
の
の
地
方

開
藤
の
紀
念
物
だ
し
て
の
.慣
位
を
無
成
し
て
.
未
だ
骨
て
是
か
ら
導
き
得
る
令
甥
的
の
結
論
に
想
ひ
到
ら
ぬ
桟
に
見

え
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
だ
し
て
日
本
刀
餅
に
関
し
て
論
述
す
る
に
替
っ
て
.
順
序
ビ
し
て
先
づ
文
化
民
族
の
生
産
物
ビ
し
て
の

l
股
の

武
群
の
意
義
を

1
著
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

こ

武
器
の
′文
化
由れ
上
の
.青
島



武
鑑
の
文
化
史
上
の
悪
報
は
喋
々
す
る
-
で
-
な
-
､
文
化
の
秘
め
て
低
級
な
民
放
に
於
で
既
に
最
も
韮
饗
で
あ

っ
た
こ
と
は
文
化
の
程
度
を
慣
別
す
る
石
器
時
代
E
か
青
銅
時
代
だ
か
い
ふ
の
が
ー
ま
と
し
て
使
用
し
た
武
器
の
原

料
の
性
貿
に
韮
い
た

1
事
で
明
か
で
あ
る
J

今
日
の
世
界
の
文
化
民
族
中
に
雄
を
揮
す
る
英
国
の
ァ
-

ム
ス
･L
｡
ソ

グ
の
在
る

ニ
ュ
ー
カ

ッ

ス
ル
近
傍
の
エ
ル
ス

ヰ
タ

ク
ビ
か
.傭
園
の
シ
ュ
ネ
イ
デ
の
在
る
サ
ン
･
テ
チ
エ
ン
ヌ
近
傍
の

ク
ル
ー
ゾ
-
ビ
か
.
狗
泡
の
ク
ル
タ
ブ
の
あ
る
ユ
タ
セ
ン
に
比
す

べ
き
も
の
を
過
去
に
御
れ
ぼ
終
に
は
石
器
時
代
の

■

右
舷
の
原
料
た
る
毘
曜
石
を
産
出
す
る
地
中
海
中
の
",
三

島
に
達
し
~
纂
英
国
考
古
尊
者
は
政
の
島
を
呼
ん
で
石

器
時
代
の
シ
ェ
フ
ヰ
-
ル
ド
ど
い
つ
た
ど
観
望

円
陵
博
士
か
ら
闘
い
L
J
が
､
そ
の
節
に
我
々
は
既
に
備
前
長
船
を
平

安
朝
か
ら
室
町
時
代
の
間
の
エ
ッ
セ
ン
ビ
呼
ん
で
よ
い
ビ
考

へ
吾
.

就
職
ま
此
の
問
題
に
入
っ
て
同
博
士

三
1<
で
我
薗

-こ
於
け
る
石
界
時
代
の
此
の
如
き
地
鮎
を
教

へ
凍

っ
て
､
和

田
峠
の
監
曜
石
を
原
料
ヲ

し
て
p
諏
訪
湖
が
石
界
時
代
文
化
の

1
中
心
ど
な
っ
た
外
に
二

手

山
爆
岩
の
原
料
産
地

TI
っ

に
近
い
河
内
国
府
の
基
地
(横
田
.
喜
田
両
博
士
ビ
共
に
自
浄
の
多
数
石
器
時
代
人
骨
を
費
掘
し
た
準

の
如
き
'
馬

蹄
石
を
産
す
る
隠
岐
の
島
前
島
の
如
き
.
同
じ
原
料
に
富
む
周
防
灘
の
脱
島
の
如
き
.
何
れ
も
今
日
で
は
想
像
し
難

い重
要
望

恩
義
を
持

っ
て
ゐ
た
鷺
で
あ
る
ど
の
耗
静
に
逢
し
た
の
Iで
あ
る
.

上
古
の
支
那
民
族
の
貿
脚
は
玉
で
造

っ
た
所
謂
赤
刀
の
蹄
で
あ
っ
て
'
彼
等
の
厳
粛
を
板
東
倣
鼎
ビ
看
撤
し
た
由

雄
は
明
か
で
な

い
が
.
,あ

迷
信
的
崇
井
の
根
舷
に
は
支
那
民
族
に
最
も
貴
重
戒
さ
る
､
玉
の
産
出
が
あ
っ
た
ら
膏

刀
免
の
地
理
的
研
究

藍

冨
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球

第
三
金

筋
二
親

嘉

納

閉

ざ
想
は
れ
.
又
た
諦
慣
即
ち
今
の
備
洲
で
周
代
に
石
鱗
槽
先
が
使
用
さ
れ
.
蒙
古
か
ら
は
庫
伶
の
南
か
ら
故
成
田
安

輝
氏
が
喝
璃
製
右
舷
を
将
来
さ
れ
た
が
p
黒
曜
石
の
如
-
石
雌
製
造
に
便
利
な
原
杵
の
敏
芝
す
る
支
那
で
は
､
般
姥

其
他
の
僚
掘
品
に
見
る
如
-
蓬
ビ
し
て
骨
蚊
が
之
に
代
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
亡
が
溝
洲
義

軍

日
李

地
中

輝

地
方
等

に
此
し
て
面
白
い
対
照
}J
い
は
ね
は
な
ら
ぬ
.

青
銅
文
化
の
時
代
に
入
っ
て
フ
ェ
ネ
ジ
ア
人
が
錦
に
混
す
る
錫
の
原
料
底
地
ビ
し
て
今
の
某
問
コ
ー

ン
ヲ
-

〝
海

岸
ま
で
探
険
冊
を
逢
っ
た
の
も
亦
た
ま
だ
し
て
青
銅
武
器
製
造
の
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
告
で
'
餓
館
の
供
給
に
苦
心

す
る
現
今
の
文
化
民
族
の
場
倉
だ
地
を
同
-
し
た
も
の
ĵ･J
認
め
ら
れ
る
O

支
那
の
銅
器
の
古
い
の
は
三
代
真

髄
岡
)
の
物
ビ
い
ふ
が
.
夏
后
時
代
は
金
-
石
器
時
代
に
屈
し
銅
鐸
は
多
分
成

代
後
半
以
後
に
両
方
か
ら
支
那
に
入
っ
た
も
の
t
,見
え
.
近
頃
敬
掘
せ
ら
れ
た
政
雄
の
器
具
は
殆
ん
で
仝
-
有
感

､

牙
･等
ビ
土
群
ビ
の
み
で
あ
っ
た
.支
那
で
銅
鐸
を
使
用
し
飴
め
た
年
代
を
西
誼
及
び
地
中
海
沿
岸
地
方
に
比
塵
す
る

に
.
椴

-
に
デ
n
I
ソ

L
へ
ル
ネ
ス
等
の
説
に
椎
ふ
さ
す
れ
ば
､
少
-
も
教
官
年
は
支
那
の
方
が
後
れ
て
ゐ
る
0

又
た
支
那
で
馨
掘
す
る
青
銅
財
を
蘭
蕗
以
西
の
も
の
に
比
較
す
る
に
基
の
細
微
な
部
分
止
で
様
式
が
殆
ん
TJJ
同

l
で

単
な
る
偶
然
の

1
致
亡
は
考

へ
難
い
も
の
で
あ
る
｡
後
世
銑
砲
が
葡
人
来
航
ビ
共
に
未
設
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
加

-
.
西
方
に
勝
明
さ
れ
た
青
銅
の
刺
群
が
東
漸
し
て
支
那
に
侍
っ
た
ビ
考

へ
る
方
が
'
支
那
人
白
身
に
畢
猫
に
馨
明

し
わ八
㌔しす
る
よ
･-
-
革
質
に
近
い
}し想
は
れ
る
0



育
代
支
邪
の
票
数
的
信
仰
の
中
心
L
J
る
捉
瀞
に
就
い
て
研
究
し
て
兇
{J
時
に
'
其
の
原
曲
的
概
念
か
ら
報
賞
化
す

る
に
潜
っ
て
'
仝
-

㌦
ビ
p
ソ
を
極
集
散
鼎
の
具
象
的
表
現
ビ
し
て
摺
る
ら
し
-
戚
じ
た
が
'
今

撃
を

執
-
青
銅
輸

入
を
静
す
る
に
常
っ
て
.
常
時
想
ひ
着
か
な
ん
だ
.バ
ビ
ロ
ン
の
紳
箭
樽
説
の
輸
入
も
或
は
此
の
如
き
質
物
の
将
来
ビ

略
ぼ
篠
路
を

共
に
し
た
の
で
な
い
か
亡
者

へ
る
こ
E
に
な
.O
た
.
曲
の
諭
鮎
を
支
持
す

る
に
足
る
確
乎
た
る
澄
按
を

輿
げ
ろ
こ
E
は
困
難
で
あ
る
が
.
最
も
遠
方
ま
で
樽
播
す
る
勢
力
を
有
す

る
も
の
が
鷹
粟
ビ
武
群
で
あ
る
こ
E
は
何

時
の
時
代
何
れ
の
地
方
に
も
共
通
し
た
事
情
で
あ
る
か
ら
.
漢
代
よ
,･clも
以
前
に
此
等
の
も
の
が
輸
入
さ
れ
た
ど
す

る
の
が
自
然
的
の
考

へ
方
で
あ
ら
-
ビ
倍
す
る
｡

域
は
如
何
ビ
い
ふ
こ
だ
が
次
に
避
る
問
題
で
あ
る
.
餓
鋸
に
豊
富
な
支
那
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
i
銅
や
金
銀
だ
共

に
除

-
時
の
前
後
の
差
t･j
L
に
'
支
那
で
静
見
さ
れ
精
錬
さ
れ
た
ら
-
ビ
憩
ほ
れ
る
が
､
青
銅
よ
り
も
硬
度
の
高

い

鋼
を
造
る
こ
と
は
恐
ら
-
は
戦
国
時
代
に
は
未

だ十
分
に
静
達
し
で
ゐ
な
ん

だら
し
い
.
洛
田
博
士
が
横
断
面
を
造

ナ
カ
ゴ

っ
て
知
ら
れ
た
如
-
､
所
謂
銅
版
帥
ち
帝
銅
鉱
の
中

心

(賓
)
は
欺
蛾
で
造

っ
て
p
そ
れ
よ
-
硬
-
て
薯
重
な
青
銅
は

鍛
そ
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
ら
推
定
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
始
畠
が
金
人
に
鋳
た
兵
界
は
す

べ
て
青

銅
で
.
何
時
で
も
必
姿
が
あ
れ
ば
再
び
武
界
な
rc,貨
幣
な

り
に
造

-
慶

へ
得
る
簡
-
で
貯
蔵
L
LJ意
味
も
倉
ま
れ
て

ゐ
た
ら
-
0

此
の
如
-
支
那
に
於
て
は
青
銅
を
武
器
ビ

し
て
使
用
し
た
時
代
が
明
か
に
認
め
ら
れ
る
が
'
日
本
で
は
銅
躯
の
敬

刀
蝕
の
馳
5
.的
研
究

孟

七

五



地

球

弟
三
番

節
こ
沸

孟

(

流

操
は
殆
ん
で
な
-
'
九
州
速
に
出
る
銅
鉾
が
此
の
種
の
武
器
だ
し
て
或
る
範
囲
ま
で
使
用
さ
れ
た
に
止
る
ら
し
い
O

是
は
恰
も
石
油
燈
か
ら
克
斯
燈
の
普
及
を
見
や
に

1
凝
し
て
電
燈
が

一
般
に
使
用
さ
れ
た
ビ
同
じ
-
､
看
界
を
使
用

し
た
日
本
の
民
族
が
大
陸
文
化
に
接
偶
す
る
将
に
は
､
大
陸
は
最
早
青
銅
時
代
か
ら
餓
(鍋
)
の
武
器
を
使
用
す
る
時

代
に
進
ん
で
ゐ
た
.
帥
ち
約
二
千
年
前
後
に
交
通
が
頻
繁
だ
な
っ
た
だ
い
ふ
革
質
を
語
る
も
の
ら
し
い
｡
石
器
時
代

の
遺
跡
の
如
-
青
銅
時
代
の
文
化
中
心
,
た
る
遺
跡
を
験
見
す
る
こ
だ
が
な
い
評
は
此
の
か
-
解
輝
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
ら
う
0

更
に
進
ん
で
餓
(鍋
)
を
武
器
だ
し
て
使
用
し
始
め
た
後
の
日
本
刀
助
を
対
象
E
L
で
考

へ
る
の
が
p
今
産
に
述

べ

ん
だ
す
る
関
越
の
蓬
服
で
あ
る
.

三

田
本
刀
徹
の
艶
蓬

刀
鋤
は
形
状
か
ら
い
へ
ぼ
突
-
の
を
ま
も
L･4
日
的
ビ
す
る
式
や
槍
の
如
き
長
柄
の
も
の
を
縮
め
で
接
戦
格
間
の
時

に
使
用
す
る
併

ĵj
載
る
の
を
目
的
(,J
す
る
庖
丁
や
銘
に
似
寄
っ
た
刀
ど
の
二
種
に
別
れ
る
Q
然
れ
ど
も
釦
だ
雅
も
.

突
き
易
い
ビ
同
時
に
載
る
二
だ
が
出
水
ね
は
接
戦
の
時
に
不
便
で
あ
る
か
ら
切
兄
を
腰
か
ら
上
に
附
け
た
形
式
が
東

西
両
群
を
通
じ
て
石
朗
銅
脚
に
も
既
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
Q
之
に
反
し
て
切
る
こ
亡
を
専
ら
だ
す
る
刀
の
方
は
石
庖
丁

又
は
石
館
だ
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
ら
勝
連
し
た
･11し
-
.
其
の
t怒
按
は
刀
威
ど
似
た
形
状
の
玉
刀
亦
刀
が
支
那
で
敬
掘

さ
れ
で
居
る
0
餓
刀
に
至
っ
て
明
光
を
小火
ら
し
で
紫
ハ-
‥
ど
の
山囚
凍
る
形
仙肌
が
地
田山通
に
な
-11~
初
め
は
お札
刀
で
後
に



は
反

-
の
附
い
た
-
の
如
ち
現
在
の
田
本
刀
の
形
状
の
も
の
が
造
ら
れ
L
J
｡
其
刀
は
玉
石
の
刀
か
ら
出
た
官

い
形
状

で
'
古
墳
時
代
か
ら
王
朝
を
通
じ
て
行
は
れ
た
ら
-
が
'
其
の
使
用
法
を
考
ふ
る
に
初
め
は
帽
の
贋
-
重
ね
の
厚
い

も
の
に
切
児
を
附
け
て
故
き
切
る
の
で
あ
っ
て
'
其
の
長
さ
は
幅
に
比
し
て
短
-
'
鍛
刀
の
方
法
が
幼
稚
で
滅
多
に

折
れ
ぬ
標
に
な
っ
て
ゐ
た
/̂J
想
は
れ
る
｡

反

-
の
あ
る
刀
の
利
益
は
兄
が
斜
め
に
物
櫨
に
潜
る
の
で
兄
の
両
面
間
の
晃
の
角
度
よ
り
も
小
さ
い
鋭
角
に
な
っ

て
よ
-
載
れ
る
こ
亡
に
な
る
の
で
あ
る
｡
京
､
大
和
の
短
刀
は
英
-
目
的
で
あ
る
か
ら
P
其
刀
の
形
状
が
後
ま
で
薦

き
P
鎌
倉
時
代
以
後
に
短
刀
も
少
し
反
っ
た
の
か
造
ら
れ
た
｡
反

っ
た
短
刀
が
此
の
一頃
か
ら
多
-
造
ら
れ
た
理
由
は

明
か
で
な
い
が
.
試
に
推
測
す
れ
ば
格
闘
し
て
敵
手
を
刺
し
殺
し
た
後
に
基
骨
を
載
る
時
に
郡
倉
が
好
い
の
で
､
敵

の
骨
を
揚
げ
る
の
を
功
名
手
柄
ビ
す
る
薦
め
に
此
の
如
き
形
状
の
殺
伐
の
衆
を
尊
び
た
も
の
が
流
行
し
た
の
で
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
.

此
の
日
本
刀

UJ
反

-
ど
い
ふ
も
の
は
恐
ら
-
は
中
並
汲
斯
蓮
に
発
づ
行
ほ
れ
て
大
食
(
ァ
ラ
ビ
ア
l主

耳
英
等
の
シ

江

(,,
タ

ル
ビ
い
ふ
曲
刀
に
倣

っ
た
ビ
考

へ
ら
れ
'
其
支
那

へ
輸
入
さ
れ
て
ゐ
た
こ
だ
は
遼
暢
輝
で
水
温
開
掘
の
時
に

教
掘
さ
れ
た
質
物
が
二
本
ま
で
現
に
京
都
大
単
文
軍
部
陳
列
館
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
刀
と
共
に
出
た
も
の
が

碓
欝
に
知
れ
な
い
の
で
其
の
時
代
を
確
定
し
難
い
が
.
遼
陽
の
開
け
た
時
代
か
ら
推
し
て
防
腐
の
間
の
Lも
の
で
あ
ら

-
亡
者

へ
ら
れ
る
O
滞
洲
は
勘
布
団
の
傾
土
で
あ
っ
た
か
ら
.
日
本
ビ
交
通
し
た
潮
梅
時
代
に
日
本
か
ら
輸
出
し
た

刀
蝕
の
地
孤
的
刑
死

孟

九

億
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義
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D

A

も
の
で
あ
ら
-
ダ
ニ
昌
ひ
得
ら
れ
ね
で
も
な
い
が
､
古
い
石
価
の
諸
天
な
で
の
中
に
既
に
曲
刀
を
持
っ
て
ゐ
る
の
が
あ

る
か
ら
.
束
並
に
出
る
曲
刀
を
日
本

で
敏
明
し
た
だ
ま
張
す
る
根
嫁
は
薄
弱
で
あ
る
.

曲
っ
た
日
本
刀
の
形
状
に
つ
い
て
僻
は
考
ふ
べ
き
は
卒
造
k
.偽
造
･/,
の
笛
別
で
'
仰
木
伊
織
薯
育

刀
繭

量

大
金

釜

二

に
利
鋤
空

毎

分
し
て
鏑
造
E
L
.
潜
動
空

重

介
し
て
卒
造
ビ
し
た
ビ
い
ふ
の
は
面
白
い
説
で
あ
る
が
p

穿
ち
過
ぎ
た
考

へ
方
で
あ
っ
て
'
裁
断
を
目
的
ビ
す
る
鋭
い
瀬

を

附
け
る
に
は
切
双
が
政
も
簡
単
で
.
初
め
か
ら
卒

造
の
長

い
刀
が
造
ら
れ
た
だ
者

へ
難
-
.
現
に
大
和
京
備
前
の
古
い
も
の
は
大
抵
覇
造
が
多
-
p
鎌
倉
以
後
に
卒
造

の
太
刀
が
多
-
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
故
L1‥
音
-
か
ら
紹
封
に
造
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
な
い
こ
亡
は
正
倉
院
御
物
中

に
あ
る
の
で
明
か
で
あ
る
と
し
で
も
.
之
を
資
財
の
形
式
か
ら
導
か
れ
た
だ
し
て
p
原
始
的
形
状
に
既
に
二
相
の
唇

別
が
あ
っ
た
ど
す
る
こ
ど
に
は
賛
成
し
難
い
0
.

最
後
は
鍛
刀
の
方
法
で
あ
る
が
'
折
れ
に
-
い
軟

い
鋼
の
現
の
部
分
だ
け
燥
韓
に
よ
っ
て
硬
-
し
て
切
れ
る
刀
JJ

す
る
の
は

l
股
に
必
要
敏
-
可
か
ら
ざ
る
手
麿
で
あ
る
｡
庶
刀
で
は
幅
重
ね
(厚
ヱ

攻
夫
で
あ
れ
ば
破
き
裁
る
に
は

十
分
で
あ
っ
た
ら
-
が
､平
安
朝
に
入
っ
て
奥
州
の
蝦
夷
雅
伐
の
時
に
戦
闘
が
履
行
は
れ
､且
つ
そ
れ
が
騎
職
だ
な
っ

た
の
で
.
馬
上
で
使
用
す
る
長
い
太
刀
の
必
要
を
生
じ
て
'
三
尺
以
上
の
長

い
も
の
を
造
ら
ぬ
ほ
な
ら
撃

j
E
に
な

-
'
其
結
果
ビ
し
て
隔
重
ね
を
犠
牲
に
し
て
寸
を
延
ば
す
の
で
､
簡
単
な
丸
解

へ
で
は
折
れ
易
-
て
用
に
堰
へ
ぬ
か

ら
ー
折
重
ね
た
薄
い

鋼
粟
の
癒
倉
す
る
鍛
挫
法
(山
田
睦
政
着
古
A
l鍛
冶
考
塔

二
に
依
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
:
E
に
な
つ



ね
の
が
､
日
本
鍛
刀
池
の
鵜
歩
の
篠
路
で
あ
っ
た
か
だ
想
は
れ
る
｡
反
-
の
強
い
細
長

い
刀
が
此
の
陣
代
の
必
要
か

ら
生
れ
て
'
馬
上
の
武
士
に
此
の
上
も
Li
い
利
器
だ
し
て
珍
重
さ
れ
た
の
が
陣
太
刀
だ
か
野
太
刀
ビ
い
ふ
長
物
で
あ

る

〇此
の
鍛
挫
汝
の
頼
長
は
硬
皮
の
選
っ
た
薄
厨
か
ら
成
っ
た
刀
身
で
あ
る
か
ら
､
多
少
曲
っ
た
-
反
っ
た
-
し
て
も

折
れ
に
-
-
で
折
れ
る
蘭
に
縦
の
株
割
れ
が
出
来
る
め
が
普
通
で
あ
る
.
又
た
九
粟
に
比
し
て
北
開
の
将
来
の
時
に

も
容
易
に
折
れ
ぬ
ど
い
ふ
特
長
も
あ
る
｡

出
羽
囲
月
山
物
の
特
長
だ
せ
ら
れ
た
級
杉
肌
又
は
月
山
脱
ぎ
い
ふ
杢
目
立

っ
た
刀
身
の
造
-
方
が
奥
羽
地
方
に
蓉
達
し
た
の
は
気
候
の
影
響
が
鍛
刀
法
に
現
ほ
れ
た
面
白
い
欝
例
で
p
山
陰
で

戦
国
末
の
刀
工
の
打
っ
た
も
の
に
も
曲
の
如
き
肌
の
あ
る
も
の
を
見
た
O

今

述

べ
た
鍛
挫
法
が
蝦
夷
征
伐
に
よ
っ
て
藤
達
し
た
ど
す
る
考
課
は
次
に
述

べ
ん
と
す
る
奥
州
物
の
起
腰
に
開
す

る
研
究
か
ら
殆
ん
tf/,
既
の
な

い
所
で
､
日
本
の
覇
刀
楯
は
他
の
エ
嚢
だ
同
じ
く
支
那
交
通
に
よ
っ
て
最
も
音
-
大
和

に
勝
連
し
.
卒
安
東
が
出
凍
る
ビ
共
に
京
三
催
物
が
現
出
L
t
又
た
餓
館
の
産
地
に
伯
蕃
安
鋼
の
如
き
名
工
が
出
た

}J
L
.欄
説
的
刀
工
天
国
な
る
も
の
が
大
和
に
ゐ
た
最
初
の
名
工
ビ
す
る
の
が
現
今
普
通
の
説
で
あ
る
が
､後
に
述

べ

る
如
-
早
-
盛
ん
に
刀
鋤
が
製
造
さ
れ
た
の
は
恐
ら
-
は
職
軍
の
行
ほ
れ
た
現
場
の
奥
州
で
あ
る
べ
き
は
容
易
に
想

像
さ
れ
'
之
に
反
し
て
近
畿
中
観
等
の
刀
工
は
海
賊
純
友
の
出
た
前
後
か
ら
刀
叡
製
造
が
盛
ん
ど
な
っ
て
出
て
釆
た

も
の
と
し
.
後
に
述

べ
る
如
-
備
前
伯
者
等
に
多
数
の
刀
工
が
出
た
の
は
恐
ら
-
は
奥
州
の
刀
工
よ
り
後
れ
て
ゐ
た

刀
鰍
の
地
艶
的
研
究

義

】

九
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垂
3

30

ビ
推
測
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
.

保
元
平
治
以
後
平
安
衆
及
び
近
畿
地
方
が
戦
場
ど
な
㌔

鎌
倉
慕
櫛
が
関
東
に
勃
興
し
た
後
の
日
本
に
比
す
れ
ば

其
の
以
前
の
奈
良
平
安
南
京
が
中
央
集
椎
の
位
置
を
占
め
た
時
代
の
銘
刀
法
に
判
然
た
る
地
方
的
特
色
が
既
に
認
め

ら
れ
る
や
背
や
.
知
れ
た
碓
欝
な
仲
品
が
少
-
て
目
に
触
る
ゝ
機
骨
の
な
い
翁
め
に
之
を
断
言
し
得
な
い
｡
が
恐
ら

-
は
奥
州
物
が
自
然
に
基
の
模
範
ĴJ
な
っ
て
京
大
和
備
前
等
の
平
安
朝
作
品
に
は
未
だ
互
に
著
し
-
和
典
す
る
ま
で

七
は
至
ら
ず
､
備
前
に
於
け
る
鍛
刀
工
業
が
盛
大
ど
な
っ
た
平
安
朝
来
卒
家
時
代
に
至
っ
て
初
め
て
奥
州
物
を
凌
想

L
p
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
後
鳥
羽
院
に
濁
し
出
さ
れ
た
所
謂
番
鍛
治
の
多
数
は
備
前
系
の
良
工
た
る
盛
況
を
豊
し
た

の
で
あ
る
5･J
考

へ
ら
れ
る
｡

之
に
商
い
で
鎌
倉
基
原
の
所
在
地
に
京
備
前
の
良
工
が
招
き
集
め
ら
れ
る
こ
亡
に
な
っ
て
.
行
光
藍

毒

が
従
来

の
鍛
刀
法
を
改
挺
し
て
'
次
錆
に
防
無
の
方
法
の
進
歩
し
凍
っ
た
堅
甲
を
祈
る
に
適
償
す
る
武
器
の
作
風
は
や
が
て

天
下
を
風
廓
し
て
.
備
前
に
於
で
す
ら
発
光
長
轟
等
の
如
き
舶
州
風
を
撃
A
だ
刀
工
を
出
し
.
其
の
後
南
北
朝
室
町

幕
府
時
代
の
鍛
刀
工
菜
は
三
楯
が
依
然
ビ
し
て
盛
ん
で
あ
る
外
に
美
濃
の
閥
の
如

き
盛
大
な
武
界
を
供
給
す
る
地
方

的
工
業
も
典
っ
た
｡

今
日
古
刀
ビ
揮
す
る
慶
長
以
前
の
刀
鋤
の
大
多
数
凪
南
北
朝
以
後
に
属
し
､
殊
に
職
圃
時
代
に
あ
ま
-
有
名
で
な

-
し
て
而
か
も
欝
用
に
適
す
る
切
れ
味
の
よ
-
も
の
を
作
る
刀
工
は
各
地
方
に
ゐ
た
｡

此
の
未
が
慶
長
以
後
の
諸
藩



の
刀
工
ど
な
っ
た
-
の
で
'
此
の
新
刀
の
有
名
な
作
者
は
京
'
大
阪
､
江
戸
を
骨
め
ざ
し
諾
大
藩
の
城
下
で
戟
工
業

を
蒔
け
た
｡

以
上
述

べ
た
所
で
略
ぼ
日
本
に
於
け
る
刀
鋤
製
作
の
費
蓮
し
た
歴
史
的
篠
路
は
明
に
な
っ
た
か
ら
.
次
に
其
の
地

方
的
分
布
に
就
い
て
滅

べ
る
に
常
っ
て
.

四

鍛
刀
工
業
の
地
理
的
要
因

に
裁
て

1
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
D

是
は
原
料
の
供
給
ビ
製
産
品
の
常
磐
ビ
で
あ
る
と
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
工
業
だ
同
じ

い
が
p
其
の
性
嚢
は
他
の
生
活
に
必
婁
t･.
物
質
ビ
異
っ
て
.
職
軍
の
準
備
に
伴
ふ
常
婆
で
あ
っ
て
.
従
っ
て
雌
の
要

件
の
存
在
せ
ぬ
魔
に
は
盛
ん
は
工
業
が
成
立
し
得
な
い
O
従
っ
て
平
安
朝
の
主
要
製
産
地
は
京
の
首
府
だ
し
て
成
立

す
る
外
は
餓
糠
産
地
た
る
奥
州
雛
軍
.
備
前
長
船
.
伯
者
大
原
の
如
き
痕
で
.
平
安
朝
以
後
盛
ん
に
な
っ
た
大
和
奈

良
の
千
手
院
の
如
き
豊
後
の
彦
山
の
如
き
は
､
僧
兵
が
集

っ
た
の
ど
諸
岡
の
旅
人
が
凍
寒
し
て
市
場
を
成
す
の
で
.

柵
俳
の
摂
奔
}J
関
係
し
､
又
た
旅
客
往
復
の
頻
繁
hL.,鬼
に
む
盛
況
を
蓋
し
て
中
仙
道
の
楯
道
に
近
い
開
亡
か
.
筑
前

博
多
備
前
三
原
の
如
き
港
で
あ
っ
た
｡

商
北
朝
頃
に
至
っ
て
は
比
等
の
各
地
の
外
に
肥
後
の
菊
地
豊
後
の
大
友
の
加

-
轟
の
根
来
大
和
千
手
院
等
の
良
工
を
招

い
て
兵
楠
の
馬
め
に
此
の
工
業
を
興
し
た
鹿
も
出
水
た
.

帝
に
面
白
い
1
例
は
交
通
上
か
ら
見
て
極
め
て
僻
遠
の
地
た
る
紀
州
入
鹿

T
波
の
刀
工
の
層
た
熊
野
北
上
川
の
笈

相
で
､
此
鹿
が
青
野
か
ら
髄
好

難
の
海
岸
に
蓮
す
る
撞
種
に
雷
る
が
虐
め
に
存
立
し
得
た
の
で
あ
っ
て
､
其
以
前
に

刀
鮎
り
地
租
的
研
究

表

)1

≡
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血

既
に
居
た
な
ら
ば
恐
ら
-
は
熊
野
堪
埼
な
で
に
武
界
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
ら
-
ビ
憩
は
れ
る
｡

九
州
に
於
で
薩
摩
の
突
角
た
る
谷
山
の
妓
平
に
於
で
商
北
朝
以
後
に
興
っ
た
毅
刀
工
菜
は
南
北
両
軍
の
戦
闘
に
必

宴
な
薦
め
に
海
岸
に
砂
職
の
在
る
虞
に
成
ま
し
た
ら
-
が
8
基
の
盛
況
は
恐
ら
-
は
八
幡
轍
だ
関
係
L
P
平
月
諌
早

等
ビ
共
に
刀
鋤
を
海
賊
に
供
給
し
又
･LJ
海
外
に
輸
出
し
た
の
で
有
史
以
上
の
好
鼎

を
放
め
つ
～
あ
っ
た
ら
う
O

之
に
反
し
て
鎌
倉
に
敷
け
る
解
刀
工
業
は
日
本
刀
の
作
風
を

7
擬
し
た
垂
の
進
捗
を
示
し
た
に
閉
ら
ず
p
北
傭
氏

没
落
の
後
に
は
萎
廓
し
て
鎌
倉
鍛
冶
の
激
が
閲
な
で
に
比
し
て
道
か
に
少
い
の
は

一
奇
で
あ
る
I
是
は
所
謂
形
勝
の

地
で
あ
つ
て
も
､
交
通
の
婁
路
で
な
い
の
で
幕
府
段
落
後
多
大
の
需
要
を
見
や
し
て
次
窮
に
衷
へ
た
も
の
で
あ
る
.

北
伐
早
雲
が
小
田
原
に
扱
っ
た
の
で
末
粕
州
物
の
二

派
が
柿
拳

礼
た
が
'
鎌
倉
か
ら
移
ら
ず
し
て
駿
州
島
田
哉
助

7

円
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
亡
は
闘
兼
の
管
衝
の
勢
力
が
萎
離
し
て
坂
は
ぬ
ビ
共
に
鍛
刀
工
業
も
地
を
排
う
ね
状
態
を
憩

は
せ
で
ゐ
る
｡

澱
刀
工
菜
の
感
東
を
支
配
す
る
最
も
重
大
な
要
因
が
職
軍
で
あ
る
べ
き
は
勿
静
で
､
奥
州
の
戟
軍
が
最
も
音
い
日

本
刀
の
製
造
を
促
し
た
以
雑
.
海
賊
純
友
等
の
瀬
戸
内
海
及
び
西
海
地
方
に
起
っ
て
中
観
潮
澱
刀
工
兼
の
隆
盛
を
梶

し
､
引
磨
い
て
源
平
両
家
の
軍
断
機
や
承
久
弘
安
等
の
内
外
戦
肇
の
準
備
が
備
前
鍛
工
の
手
で
脊
は
れ
､
南
北
朝
以

後
は
終
に
絶
え
や
地
方
家
族
の
闘
軍
を
見
る
に
及
ん
で
最
も
三
僻
の
刀
釦
の
宥
婆
が
盛
ん
ど
な
っ
て
､
現
存
育
刀
の

大
部
分
が
備
前
物
の
系
統
た
る
隆
運
を
見
た
の
で
あ
る
r'



備
前
に
次
い
で
濃
州
閥
の
鍛
刀
業
が
来
観
筋
金
機
を
通
じ
て
敢
-
盛
ん
..:.J
あ
っ
吾
の
も
ー
近
畿
を
中
心
だ
し
て
楳

元
平
治
以
後
の
戦
争
が
行
ほ
れ
､
六
披
羅
捉
遇
の
如

き
鎌
倉
か
ら
出
張
し
た
武
士
に
供
給
す
る
刀
鋤
が
此
庭
で
造
ら

れ
る
陶
係
に
起
因
L
P
其
の
後
ま
で
近
畿
以
来
に
武
器
を
供
給
す
る
に
便
利
な
位
置
の
関
係
が
甫

い
た
の
に
在
る
こ

E
は
疑
を
容
れ
ず
p
碑
に
織
豊
徳
三
氏
が
政
を
接
し
て
興
っ
て
天
下
を
統

l
す
る
優
守
戦
を
し
た
間
に
使
用
し
た
刀

鋤
が
壬
だ
し
て
此
虎
か
ら
供
給
し
た
の
で
繁
発
し
た
評
で
あ
ら
-
.

最
後
に

1
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
職
隼
に
よ
っ
て
生
す
る
刀
助
の
破
損
ビ
そ
の
手
人
で
あ
る
0
刀
鋤
の
鑑
定
家
は

騰
忠
ビ
揮
す
る
も
の
を
非
常
に
嫌
ひ
p
金
-
典
っ
た
刀
身
だ
忠
だ
を
接
倉
し
た
贋
造
晶
ビ
し
て
扱
ふ
横
で
あ
る
O
其

の
賓
例
ビ
し
て
は
然
る
べ
き
新
刀
に
在
銘
舌
刀
の
贋
物
の
中
心
を
職
ぎ
令
せ
た
も
の
が
泰
ら
れ
て
ゐ
る
｡

多
数
刀
効
の
蛇
足
に
常
っ
て
は
此
の
如
き
贋
造
晶
に
出
骨
ふ
機
食
が
多
-
.
大
に
撃
滅
す

べ
き
朝
切
な
注
意
だ
い

は
ね
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
-
が
'
此
の

t
事
を
過
重
視
し
て
､
す

べ
て
の
掩
忠
を
憲
意
の
償
造
に
係
る
如
-
考
ふ
る
こ

ど
は
出
水
ぬ
｡

般
忠
は
刀
鋤
の
重
大
な
班
で
あ
っ
て
'
其
の
債
櫨
は
完
全
L･4
も
の
に
比
較
に
な
ら
ぬ
の
は
勿
論
で
あ
つ
て
も
'
破

損
し
た
良
刀
に
手
入
な
し
て
再
び
使
用
す

る
の
は
潜
熱
の
こ
き

で
p
帝
に
象
蒐
代
の
刀
を
使
用
し
て
功
名
を
獲
た
後

に
之
に
修
繕
を
加

へ
で
愛
蔵
す
る
の
は
武
士
の
鶴
弥
で
あ
-
'
又
た
職
場
で
敵
の
骨
を
戦
っ
た
時
に
そ
の
楓
刀
を
分

取

っ
て
手
入
れ
を
し
て
保
存
す
る
の
も
雷
魚
起
る
べ
き
朗
で
あ
る
O
職
場
で
刀
身
の
卒
に
強
い
激
動
を
受
-
れ
ば
解

刀
創
り
地
理
的
研
究

京

鼠

〓
品



地

球

節
三
番

野

山班

一一宍

桝
田

元
か
ら
自
署
犬
の
準

に
棟
割
れ
が
出
凍
る
も
の
で
､
其
の
軽
微
な
場
食
に
は
罫
に
此
の
部
分
を
焼
い
て
.
打
澱

へ
で

中
心
を
磨
上
げ
た
だ
け
で
市
川
に
堰
へ
る
か
ら
'
此
の
如
き
芋
人
は
戦
肇
を
種
た
古
刀
に
は
寧
ろ
極
め
て
普
通
で
あ

る
｡
株
制
が
長
け
れ
ば
巳
む
を
得
ず
~
基
の
部
分
を
切
去
っ
て
旗
上
げ
'
又
は
そ
れ
で
は
短
か
-
荏
-
過
ぎ
る
場
食

に
は
其
先
に
原
ど
の
中
心
を
絶
ぐ
の
で
あ
る
O
元
利
大
阪
陣
の
職
等
の
時
ま
で
'
即
ち
長
い
無
蟻
の
刀
を
盛
上
げ
て

短
-
し
て
殿
中
用
の
脇
料
ビ
し
て
鹿
浜
な
拓
を
施
す
に
至
っ
た
以
前
の
音
刀
の
大
部
分
は
此
の
如
き
手
入
物
が
多
数

で
あ
っ
た
YJ
見
え
て
.
良
品
を
手
に
す
る
機
骨
の
少
い
我
々
の
目
に
細
れ
る
古
刀
に
は
殆
ど
芋
入
物
で
な
い
の
一は
な

い
と
い
つ
て
よ
い
C

般
忠
の
而
白

い

7
例
は
伊
勢
大
神
奉
納
の
藤
原
秀
郷
の
毛
扱
形
の
櫛
を
成
し
た
部
分
ど
刀
身
ビ
は
濃
ぎ
倉
せ
た
も

の
で
､
他
の
例
は
大
宰
雁
の
焼
け
物
の
宅
抜
形
太
刀
も
同
じ
-
絶
息
で
'
曙
目
か
ら
弾
じ
け
て
ゐ
る
ど
の
請
を
閉
保

之
助
か
ら
聞
い
た
｡
此
等
の
賓
例
か
ら
考
ふ
れ
は
賓
用
に
芸
文
な
い
も
の
さ
し
て
製
作
の
初
か
ら
絶
息
を
捧
ら
へ
て

怪
ま
L･4
ん
だ
評
で
.
従
っ
て
平
安
朝
以
来
丈
夫
な
絶
忠
霊
氾
る
力
投
は
刀
工
問
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
ど
考

へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡
故
に
絶
息
を
縄
封
に
排
斥
す
る
こ
さ
は
狗

-
育
い
作
品
を
滅
亡
せ
し
め
る
の
み
で
Li
-
D-
謬
う
ね
見
地
に

凍
っ
た
鋸
定
法
ビ
睦
言
し
得
る
か
も
知
れ
ね
｡

此
の
如
-
刀
身
だ
息
亡
が
同

'l
健
で
あ
れ
ば
､
臆
忠
で
-
其
の
刀
工
の
廃

風
は
大
健
窺
は
れ
る
静
で
あ
っ
て
.
銘

文
を
文
献
だ
し
て
取
扱
ふ
上
に
は
雌
の
如
-
-
の
-
時
代
ビ
作
者
に
粕
常
す
る
慣
位
が
あ
る
べ
き
で
､
又
LJ
腸
骨
偲



銘
を
後
に
切
っ
て
ゐ
て
も
､
正
銘
が
篭
め
れ
ば
刀
釦
番
に
押
形
の
見
え
ぬ
刀
工
の
作
品
が
敬
見
さ
れ
て
刀
励
虹
料
ビ

し
て
薯
重
な
も
の
ど
な
る
｡
麟
漕
さ
れ
た
正
銘
を
検
出
す
る
こ
と
は

f
寸
考
ふ
れ
ぼ
殆
'･/J
不
可
解
だ
想
は
れ
る
べ
き

ち
.
白
倉
の
研
究
し
た
朗
で
は
鍛
刀
作
業
中
に
刀
身
か
ら
忠
へ
か
け
て
切
っ
た
軍
紀
覇
(自
分
の
命
名
)
ビ
完
成
後
の

清
書
銘
へ同
じ
-
盲

は
後
に
切

っ
た
偶
作
の
追
銘
ビ
慣
別
さ
れ
得
る
も
の
で
.
幾
多
の
追
銘
が
あ
つ
で
も
'
刀
身
の

草
紙
銘
ビ

叫
致
す
る
正
銘
を
環
め
は
よ
い
の
で
あ
る
.
自
分
の
経
験
は
未
だ
狭
い
が
此
の
方
法
に
よ
れ
ば
所
謂
無
銘

刀
の
正
銘
密
教
見
し
得
る
場
食
が
頗
る
多

い
ビ
確
信
し
て
ゐ
る
｡
此
の
銘
文
研
究
法
は
本
年

一
月
の
乾
杯

丙

外
出

散
骨
社
費
行
)
に
略
述
し
､
本
論
の
問
題
外
に
逸
出
す
る
か
ら
基
に
押
通
せ
ぬ
.

日
本
刀
の

1
椴
的
考
察
は
此
で
止
め
て
鍛
刀
工
業
費
蓮
の
時
代
の
順
序
に
従
っ
て
ま
も
な
刀
励
産
地
に
就

いて
記

載
を
試
み
る
こ
亡
だ
L
p
次
魂
に
最
も
古
い
奥
州
舞
革
物
か
ら
始
め
る
U

但
し
此
の
研
究
は
寧
歳
の
短
時
日
に
過
ぎ
ず
し
て
､
刀
餅
の
質
物
に
関
す
る
見
開
が
梅
め
て
狭
-
､
未
だ
産
地
の

現
場
を
調
査
す
る
暇
が
な
-
.
此
に
公
に
す
る
の
は
関
係
地
方
の
覇
者
の
注
意
5･J
戚
輿
を
喚
起
し
て
過
去
の
ク
ル
ー

ゾ
-
た
-
ユ
タ
セ
ソ
た
る
工
業
地
の
遮
擬
を
詳
細
に
調
査
せ
ら
れ
郷
土
誌
の
材
料
を
蒐
集
せ
ら
れ
る
の
を
希
望
す
る

適
意
に
外
な
ら
ぬ
｡

(
弟

1
稿
次
親
完
結
)

刀
射
り
租
税
的
研
究

r
.詔

】
五


