
「
燕
丹
子
」
、
『
平
家
物
語
』
お
よ
び
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
の
始
皇
帝
像
に
つ
い
て 

 

高 

芝 

麻 

子 
    

は
じ
め
に 

  

秦
の
始
皇
帝
と
し
て
知
ら
れ
る
嬴
政
が
ま
だ
秦
王
で
あ
っ

た
紀
元
前
二
二
七
年
、
燕
国
の
太
子
丹
に
刺
客
荊
軻
を
差
し

向
け
ら
れ
、
九
死
に
一
生
を
得
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

こ
の
事
件
は
『
史
記
』
に
も
記
録
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
派

生
的
物
語
を
生
み
だ
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
派
生
的
物
語
も

含
む
、
荊
軻
に
よ
る
秦
王
暗
殺
未
遂
を
も
の
が
た
る
文
献
を
、

以
下
に
荊
軻
故
事
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

 

日
本
に
お
け
る
荊
軻
故
事
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
に
謡

曲
「
咸
陽
宮
」
が
あ
る
。
結
び
の
部
分
を
以
下
に
引
用
し
よ

う
（
1
）
。 

〈
歌
〉
シ
テ
「
御
門
又
剣
を
抜
い
て 

同
「
御
門
又
剣
を
抜
い
て
、
荊
軻
を
も
秦
舞
陽
を
も
、
八

つ
裂
き
に
裂
き
給
ひ
、
た
ち
ま
ち
に
失
ひ
お
は
し
ま
し
、

其
後
燕
丹
太
子
を
も
、
程
な
く
滅
ぼ
し
秦
の
御
代
、
万
世

を
保
ち
給
ふ
事
、
唯
是
后
の
琴
の
秘
曲
、
有
難
か
り
け
る

た
め
し
か
な
。 

 

本
論
が
注
目
す
る
の
は
、「
秦
の
御
代
、
万
世
を
保
ち
給
ふ

事
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
荊
軻
の
暗
殺
が
未
遂
に
終
わ
り
、

太
子
丹
が
亡
ぼ
さ
れ
た
後
、
秦
の
統
治
が
長
く
続
い
た
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
秦
の
皇
帝
は
万
世
ど
こ
ろ
か
三
代

し
か
続
か
ず
、
王
朝
そ
の
も
の
も
天
下
統
一
か
ら
わ
ず
か
十

五
年
ほ
ど
で
滅
ん
で
い
る
。
謡
曲
の
作
者
が
秦
の
歴
史
を
知

ら
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
秦
が
永

続
し
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

本
論
は
、
荊
軻
故
事
に
登
場
す
る
秦
王
政
あ
る
い
は
始
皇

帝
の
描
か
れ
方
が
、
日
中
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
比
較
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し
、
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
日
中
比
較
の
観
点
か
ら
、

謡
曲
「
咸
陽
宮
」
が
秦
の
永
続
を
言
祝
い
で
結
ぶ
理
由
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

な
お
、
荊
軻
故
事
の
時
点
で
、
秦
王
政
は
ま
だ
天
下
を
統

一
し
て
お
ら
ず
、
始
皇
帝
と
い
う
称
号
も
名
乗
っ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
、
即
位
前
の
秦
王
政
を
始

皇
帝
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て

お
き
た
い
。 

 

一 

荊
軻
故
事
の
あ
ら
す
じ 

 

西
野
春
雄
氏
が
『
謡
曲
百
番
』
の
解
題
に
「
燕
の
太
子
丹

の
意
を
承
け
た
荊
軻
と
秦
舞
陽
が
咸
陽
宮
に
赴
き
始
皇
帝
の

謀
殺
を
計
る
話
（
平
家
物
語
五
・
咸
陽
宮
）
に
拠
り
、
皇
帝

の
王
威
の
不
可
侵
性
と
刺
客
の
覇
気
と
を
描
く
」（
2
）
と
述

べ
る
よ
う
に
、
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
が
『
平
家
物
語
』
に
材
を

取
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

『
平
家
物
語
』
巻
五
「
咸
陽
宮
」
の
拠
っ
た
先
行
作
品
は

何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究

が
あ
る
。
青
木
正
児
氏
は
『
支
那
文
學
藝
術
考
』
（
3
）
に
お

い
て
、「
其
等
が
史
記
に
拠
つ
た
も
の
で
無
く
、
燕
丹
子
に
本

づ
い
た
と
考
ふ
べ
き
」
と
し
、「
燕
丹
子
」
が
直
接
的
な
出
典

で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に

お
い
て
は
『
史
記
』
の
荊
軻
故
事
を
も
取
り
込
ん
で
い
る
こ

と
を
佐
伯
真
一
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
4
）
。
さ
ら
に
、

黒
田
彰
氏
は
『
平
家
物
語
』
「
咸
陽
宮
」
の
中
に
「
燕
丹
子
」

や
『
史
記
』
に
見
ら
れ
な
い
内
容
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
に
近
し
い
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
中
世
の
日
本
に
流
布
し
て
い
た
独
特
な
『
史
記
』

解
釈
（
黒
田
氏
の
用
語
に
よ
れ
ば
「
中
世
史
記
」
）
の
存
在
を

指
摘
し
て
い
る
（
5
）
。 

 

『
平
家
物
語
』
の
依
拠
し
た
『
史
記
』
と
「
燕
丹
子
」
に

つ
い
て
概
要
を
述
べ
よ
う
。 

 

『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
に
は
秦
王
政
の
二
十
年

（
紀
元
前
二
二
七
年
）
に
、
燕
の
太
子
丹
が
秦
に
侵
略
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
荊
軻
を
派
遣
し
、
秦
王
政
を
殺
そ
う
と
し

た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
と
の
記
事
を
載
せ
る
（
6
）
。
巻
三
十

四
「
燕
召
公
世
家
」
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
見
え
、
ま
た

巻
四
十
「
楚
世
家
」
、
巻
四
十
四
「
魏
世
家
」
、
巻
四
十
六
「
田

敬
仲
完
世
家
」
な
ど
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
本
紀

や
世
家
の
記
事
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
巻
八
十
六
「
刺
客
列
伝
」

に
は
荊
軻
の
伝
記
の
体
裁
で
事
件
の
全
容
が
詳
細
に
語
ら
れ

る
。
暗
殺
に
関
わ
る
あ
ら
ま
し
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

①
燕
太
子
丹
は
秦
で
人
質
と
な
っ
て
い
た
が
、
秦
王
政

の
仕
打
ち
を
恨
ん
で
逃
亡
し
、
燕
に
帰
国
し
た
。 

②
秦
へ
の
報
復
を
望
ん
だ
太
子
丹
は
、
太
傅
鞠
武
や
田
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光
を
介
し
て
荊
軻
を
賓
客
に
迎
え
る
。 

③
賓
客
と
し
て
大
切
に
も
て
な
さ
れ
た
荊
軻
は
、
太
子

丹
か
ら
依
頼
さ
れ
た
秦
王
暗
殺
を
引
き
受
け
る
。 

④
秦
か
ら
亡
命
し
た
将
軍
樊
於
期
の
首
と
燕
・
督
亢
の

地
図
を
献
上
品
と
し
て
、
荊
軻
は
燕
の
秦
へ
の
恭
順
を

表
す
使
者
を
装
い
、
秦
舞
陽
を
伴
っ
て
咸
陽
宮
で
秦
王

政
に
謁
見
す
る
。 

⑤
秦
王
政
の
袖
を
掴
み
、
地
図
に
隠
し
て
い
た
匕
首
を

突
き
つ
け
、
殺
そ
う
と
す
る
が
、
秦
王
政
は
逃
れ
て
自

ら
剣
を
抜
き
荊
軻
を
殺
し
、
暗
殺
は
未
遂
に
終
わ
る
。 

 

な
お
、
「
秦
始
皇
本
紀
」
で
は
暗
殺
を
計
画
す
る
理
由
を
、

秦
の
軍
が
燕
に
攻
め
込
む
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
と
す
る
点
が
、

「
刺
客
列
伝
」
で
の
記
事
と
異
な
っ
て
い
る
。 

 

「
燕
丹
子
」
は
作
者
も
成
立
時
期
も
明
ら
か
で
は
な
い
書

物
で
あ
る
が
、
鈴
木
靖
「
『
燕
丹
子
』
考
」
（
7
）
に
よ
れ
ば
、

「
燕
丹
子
」
の
原
型
は
、
遅
く
と
も
後
漢
に
は
成
立
し
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
以
下
に
あ
ら
す
じ
を
示
す
。 

①
燕
太
子
丹
は
秦
で
人
質
と
な
っ
て
い
た
が
、
秦
王
政

の
仕
打
ち
に
耐
え
か
ね
、
帰
国
の
許
し
を
求
め
る
。
秦

王
に
無
理
難
題
を
言
い
つ
け
ら
れ
た
が
、
天
助
に
よ
り

難
題
を
解
決
し
、
帰
国
す
る
。 

②
秦
へ
の
報
復
を
望
ん
だ
太
子
丹
は
、
太
傅
鞠
武
や
田

光
を
介
し
て
荊
軻
を
賓
客
に
迎
え
る
。 

③
賓
客
と
し
て
大
切
に
も
て
な
さ
れ
た
荊
軻
は
、
太
子

丹
か
ら
依
頼
さ
れ
た
秦
王
暗
殺
を
引
き
受
け
る
。 

④
秦
か
ら
亡
命
し
た
将
軍
樊
於
期
の
首
と
燕
・
督
亢
の

地
図
を
献
上
品
と
し
て
、
荊
軻
は
燕
の
秦
へ
の
恭
順
を

表
す
使
者
を
装
い
、
秦
舞
陽
を
伴
っ
て
咸
陽
宮
で
秦
王

政
に
謁
見
す
る
。 

⑤
秦
王
政
の
袖
を
掴
み
、
地
図
に
隠
し
て
い
た
匕
首
を

突
き
つ
け
、
殺
そ
う
と
す
る
が
、
死
を
覚
悟
し
た
秦
王

政
が
寵
姫
の
琴
の
音
を
聞
い
て
か
ら
死
に
た
い
と
願

い
で
て
許
さ
れ
る
。
琴
の
音
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
聞
い
て
、
秦
王
政
は
逃
げ
る
方
法
を
悟
り
、
自
ら

荊
軻
を
殺
し
、
暗
殺
は
未
遂
に
終
わ
る
。 

『
史
記
』「
刺
客
列
伝
」
と
比
較
し
た
と
き
、
あ
ら
す
じ
に

お
い
て
は
①
と
⑤
が
大
き
く
異
な
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は

ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
「
咸
陽
宮
」

は
、
①
と
⑤
に
あ
た
る
部
分
が
「
燕
丹
子
」
に
近
い
内
容
で

あ
る
た
め
、「
燕
丹
子
」
系
の
故
事
を
継
承
し
た
と
理
解
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。 

『
平
家
物
語
』「
咸
陽
宮
」
に
影
響
を
与
え
た
『
史
記
』
と

「
燕
丹
子
」
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
も
、
正
史
で
あ
る

『
史
記
』
の
み
な
ら
ず
、「
燕
丹
子
」
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
中
国
で
荊
軻
故
事
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
見
て
い
き
た
い
。 
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 二 
中
国
古
典
に
お
け
る
荊
軻
故
事
の
始
皇
帝
像 

  

ま
ず
、
後
漢
・
鄒
陽
「
獄
中
上
書
自
明
」
（
『
文
選
』
巻
三

十
九
）
に
見
え
る
荊
軻
へ
の
言
及
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

「
獄
中
上
書
自
明
」
は
鄒
陽
が
梁
の
孝
王
の
怒
り
を
買
い
、

投
獄
さ
れ
た
際
に
、
弁
明
の
た
め
に
書
い
た
上
書
で
あ
る
。 

臣
聞
、
忠
無
不
報
、
信
不
見
疑
。
臣
常
以
為
然
、
徒
虚

語
耳
。
昔
者
荊
軻
慕
燕
丹
之
義
、
白
虹
貫
日
、
太
子
畏

之
。
衛
先
生
為
秦
画
長
平
之
事
、
太
白
食
昴
、
昭
王
疑

之
。
夫
精
誠
変
天
地
、
而
信
不
諭
両
主
、
豈
不
哀
哉
。 

臣
聞
く
、
忠
な
れ
ば
報
は
れ
ざ
る
無
く
、
信
な
れ
ば

疑
は
れ
ず
、
と
。
臣
常
に
以
て
然
り
と
為
す
も
、
徒

ら
に
虚
語
な
る
の
み
。
昔
者
荊
軻
は
燕
丹
の
義
を
慕

ひ
、
白
虹
は
日
を
貫
く
も
、
太
子
之
を
畏
る
。
衛
先

生
秦
の
為
に
長
平
の
事
を
画
し
、
太
白
昴
を
食
む
も
、

昭
王
之
を
疑
ふ
。
夫
れ
精
誠
は
天
地
を
変
ぜ
し
む
る

も
、
信
に
両
主
を
諭
ら
し
め
ず
、
豈
に
哀
し
か
ら
ず

や
。
（
私
は
忠
臣
で
あ
れ
ば
必
ず
報
い
ら
れ
、
誠
実

で
あ
れ
ば
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が

そ
れ
は
絵
空
事
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
か
つ
て
荊
軻
は

燕
国
の
太
子
丹
の
義
を
慕
い
、
そ
の
至
誠
は
太
陽
を

白
虹
が
貫
く
ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
が
、
太
子
丹
は
暗

殺
の
失
敗
の
予
兆
で
あ
る
と
誤
解
し
、
恐
れ
ま
し
た
。

衛
先
生
（
公
孫
鞅
）
も
秦
国
の
た
め
に
長
平
の
戦
い

に
つ
い
て
画
策
し
、
そ
の
至
誠
は
金
星
が
昴
を
侵
食

す
る
ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
が
、
秦
の
昭
王
は
そ
の
忠

義
を
疑
い
ま
し
た
。
天
地
に
異
変
を
生
じ
さ
せ
る
ほ

ど
の
誠
実
な
真
心
で
あ
っ
た
の
に
、
燕
太
子
丹
と
秦

昭
王
に
そ
う
と
悟
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

と
は
、
悲
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
） 

 

引
用
は
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
鄒
陽
は
主

君
の
怒
り
を
買
っ
た
自
身
も
、
ま
た
荊
軻
や
衛
先
生
の
よ
う

に
誠
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
冤
罪
で
あ
る
と
訴
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
荊
軻
は
至
誠
の
人
と
し
て
登
場
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
荊
軻
が
燕
丹
子
に
誠
を
尽
く
し
た

の
は
燕
太
子
丹
が
「
義
」
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
人
物
理
解
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
自
明
、

か
つ
疑
義
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
身
の
潔
白
を
訴
え
る

上
書
で
自
身
に
な
ぞ
ら
え
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
ら
、
当
時
の
荊
軻
へ
の
評
価
は
非
常
に
肯
定
的
で
あ

っ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。 

な
お
、
鄒
陽
の
言
及
す
る
、
太
子
が
畏
れ
た
「
白
虹
貫
日
」

は
、
帯
状
の
白
い
光
（
白
虹
）
が
太
陽
を
貫
く
よ
う
に
見
え

る
気
象
現
象
で
あ
る
が
、『
史
記
』
や
「
燕
丹
子
」
の
荊
軻
故
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事
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
・
李
善
の
『
文
選
』
注
に

よ
れ
ば
太
子
は
暗
殺
が
成
功
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
た
の

で
あ
り
（
畏
、
畏
其
不
成
也
）
、
李
善
の
引
く
『
列
士
伝
』
に

は
荊
軻
が
出
発
し
た
後
、
太
子
は
白
虹
が
太
陽
を
貫
こ
う
と

し
て
貫
通
し
な
い
の
を
見
て
、
自
分
の
計
画
が
成
功
し
な
い

こ
と
を
悟
っ
た
と
の
故
事
が
記
さ
れ
て
い
る
（
8
）
。
『
列
士

伝
』
に
よ
れ
ば
白
虹
が
太
陽
を
貫
き
き
ら
な
か
っ
た
た
め
に

疑
念
を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
い
る
が
、
鄒
陽
は
荊
軻
の
至
誠

（
精
誠
）
が
天
地
に
変
異
を
生
じ
さ
せ
た
点
を
重
視
し
て
お

り
、
つ
ま
り
天
地
を
動
か
す
ほ
ど
の
誠
を
そ
こ
に
読
み
取
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

以
上
の
よ
う
に
、
鄒
陽
は
燕
太
子
丹
が
荊
軻
を
疑
っ
た
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、
秦
王
政
暗
殺
そ
の
も
の
に
対

し
て
は
肯
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

次
に
六
朝
宋
・
陶
淵
明
の
詠
史
詩
「
詠
荊
軻
」
を
見
よ
う
（
9
）
。

荊
軻
の
暗
殺
に
つ
い
て
詠
う
詩
で
あ
る
が
、
結
び
の
四
句
で

陶
淵
明
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。 

 
 

惜
哉
剣
術
疎 
 

惜
し
き
か
な 

剣
術 

疎
に
し
て 

 
 

奇
功
遂
不
成 

 

奇
功
遂
に
成
ら
ず 

 
 

其
人
雖
已
没 

 

其
の
人 

已
に
没
す
る
と
雖
も 

 
 

千
載
有
余
情 

 

千
載 

余
情 

有
り 

陶
淵
明
は
燕
太
子
丹
が
秦
王
政
暗
殺
の
た
め
に
人
材
を
集

め
た
と
こ
ろ
か
ら
詠
い
お
こ
し
、
暗
殺
の
失
敗
ま
で
を
描
い

た
上
で
、
そ
の
理
由
を
荊
軻
の
剣
術
の
拙
さ
に
求
め
る
。
し

か
し
、
暗
殺
失
敗
に
つ
い
て
は
「
惜
哉
」
と
し
、
暗
殺
の
達

成
を
「
奇
功
」
と
表
現
す
る
。
さ
ら
に
は
、
荊
軻
が
千
年
先

ま
で
慕
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
詩
も
荊
軻

を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
秦
王
政
暗
殺
が
失
敗
し
た
こ
と
を

歎
い
て
い
る
と
言
え
る
。 

以
上
に
二
つ
の
例
を
見
た
が
、
中
国
古
典
に
お
け
る
荊
軻

理
解
は
概
ね
こ
の
両
作
品
と
同
様
の
傾
向
を
持
つ
。
つ
ま
り
、

荊
軻
は
常
に
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
、
彼
が
為
そ
う
と
し
た
秦

王
政
暗
殺
に
対
し
て
も
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
そ
う
と
し
て

失
敗
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
秦

王
政
が
暗
殺
さ
れ
る
べ
き
、
あ
る
い
は
暗
殺
さ
れ
て
も
仕
方

が
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
窺
え
る
。 

で
は
、
秦
王
政
、
あ
る
い
は
始
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
文
選
』
巻
十
に
見
え
る
西

晋
・
潘
岳
「
西
征
賦
」
に
は
、
亡
国
の
君
主
と
し
て
周
の
幽

王
に
続
け
て
始
皇
帝
に
言
及
す
る
。 

又
有
継
於
此
者
、
異
哉
秦
始
皇
之
為
君
也
。
傾
天
下
以

厚
葬
、
自
開
闢
而
未
聞
。
（
中
略
）
語
曰
、
行
無
礼
、
必

自
及
。
此
非
其
效
与
。 

又
た
此
を
継
ぐ
者
有
り
、
異
な
る
か
な
秦
始
皇
の
君

た
る
や
。
天
下
を
傾
む
け
て
以
て
厚
葬
す
る
は
、
開
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闢
よ
り
し
て
未
だ
聞
か
ず
。
（
中
略
）
語
り
て
曰
は

く
、
無
礼
を
行
は
ば
、
必
ず
自
ら
及
ぶ
と
。
此
れ
其

の
效
に
非
ざ
る
か
。
（
亡
国
の
君
主
と
し
て
後
に
続

く
者
が
い
る
、
始
皇
帝
の
君
王
ぶ
り
は
実
に
奇
妙
で

あ
る
。
自
身
の
陵
墓
造
営
に
国
力
を
費
や
し
天
下
を

傾
け
る
な
ど
、
天
地
開
闢
以
来
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

（
中
略
）
世
に
言
う
、
「
礼
に
も
と
る
行
い
を
す
れ

ば
必
ず
自
分
に
返
っ
て
く
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
こ

そ
よ
い
証
拠
で
あ
ろ
う
。
） 

 

始
皇
帝
の
陵
墓
造
営
に
よ
り
国
を
傾
け
た
こ
と
、
そ
の
た

め
に
働
い
た
人
々
を
生
き
埋
め
に
し
た
こ
と
な
ど
を
批
判
し
、

彼
の
造
営
し
た
宮
殿
や
陵
墓
が
灰
燼
に
帰
し
た
の
は
、
そ
の

報
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
こ
の
始
皇
帝
批
判
に
続
け
て
、

潘
岳
は
漢
の
高
祖
劉
邦
の
徳
を
称
え
て
お
り
、
始
皇
帝
は
周

の
幽
王
と
と
も
に
亡
国
の
暗
君
と
し
て
、
劉
邦
と
対
比
的
な

位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
。 

 

始
皇
帝
自
身
は
、
長
ら
く
続
い
た
戦
国
時
代
を
終
わ
ら
せ
、

中
国
を
統
一
し
た
初
代
皇
帝
で
あ
る
た
め
、
漢
の
劉
邦
と
同

じ
く
名
君
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
秦
は
短
命
王
朝
で
あ
り
、
始
皇
帝
の
死
の
翌
年
に

反
乱
が
起
こ
り
、
四
年
後
に
滅
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
亡
国

の
暗
君
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
潘
岳
は
始
皇
帝
を
亡
国

の
責
め
を
負
う
べ
き
者
と
し
て
評
価
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
始
皇
帝
解
釈
は
、
決
し
て
潘
岳
の
独
創
で
は
な
い
。 

 

漢
代
以
降
、
中
国
の
皇
帝
は
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
と
い

う
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
齋
藤
道
子
「
「
秦
の
始

皇
帝
」
と
「
漢
の
高
祖
劉
邦
」
―
―
「
皇
帝
像
」
を
考
え
る
」

（
10
）
に
よ
れ
ば
「
一
人
の
人
間
が
、
「
皇
帝
」
と
し
て
は
中

国
国
内
の
絶
対
者
と
し
て
中
国
を
統
治
し
、「
天
子
」
と
し
て

は
天
の
監
督
下
に
天
下
の
民
を
徳
化
し
教
化
す
る
」
と
い
う

儒
学
に
基
づ
く
発
想
が
、
前
漢
末
ご
ろ
ま
で
に
定
着
し
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
皇
帝
は
地
上
に
対
し
て
は
絶
対
的
な
権
限

を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
子
と
し
て
そ
の
政
治
の

可
否
を
天
に
監
督
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

天
か
ら
の
評
価
は
災
異
な
ど
様
々
な
形
で
地
上
に
現
れ
る
が
、

そ
の
最
大
の
も
の
は
易
姓
革
命
と
呼
ば
れ
る
王
朝
の
交
替
で

あ
る
。
漢
代
以
降
に
定
着
し
た
皇
帝
観
か
ら
考
え
れ
ば
、
始

皇
帝
の
秦
は
わ
ず
か
な
期
間
で
天
の
信
任
を
失
い
、
易
姓
革

命
が
起
こ
り
、
漢
王
朝
へ
と
交
替
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
始
皇
帝
も
ま
た
天
の
信
任
に
堪
え
な
い
統
治
者
で
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 

中
国
に
お
い
て
「
天
子
」
と
し
て
の
皇
帝
が
、
天
か
ら
の

評
価
を
受
け
る
べ
き
立
場
で
あ
る
以
上
、
人
々
が
過
去
の
皇

帝
を
評
価
す
る
と
き
、
天
か
ら
の
評
価
を
一
つ
の
指
針
と
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
潘
岳
が
「
西

征
賦
」
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
、
亡
国
の
暗
君
と
し
て
の
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始
皇
帝
像
は
標
準
的
な
歴
史
理
解
と
し
て
中
国
古
典
世
界
に

広
く
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
荊
軻
の
行
為

が
義
挙
と
し
て
認
め
ら
れ
、
荊
軻
が
至
誠
の
人
と
称
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 

や
や
極
端
に
図
式
化
し
て
示
す
と
す
れ
ば
、
中
国
の
古
典

世
界
に
お
い
て
は
、
始
皇
帝
は
悪
で
あ
り
、
後
の
始
皇
帝
で

あ
る
秦
王
政
を
排
そ
う
と
す
る
荊
軻
は
善
で
あ
る
と
い
う
理

解
が
、
自
明
の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
唐
代
以
前
の
用
例
に
絞
っ
て
荊

軻
と
秦
王
政
へ
の
評
価
を
見
た
が
、
こ
の
傾
向
は
お
お
よ
そ

後
世
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

 

三 

『
平
家
物
語
』
「
咸
陽
宮
」
に
お
け
る
始
皇
帝
像 

 

「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
通
り
、
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
が

『
平
家
物
語
』
巻
五
の
「
咸
陽
宮
」
か
ら
派
生
し
た
物
語
で

あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
平
家
物
語
』
「
咸
陽
宮
」
は
日
本
独
自
の
『
史
記
』

解
釈
を
含
み
つ
つ
も
「
燕
丹
子
」
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た

と
見
て
大
過
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
平
家
物
語
』

の
異
本
の
一
つ
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
七
に
も
「
始
皇
燕
丹

并
咸
陽
宮
事
」
と
題
し
て
荊
軻
故
事
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、

あ
ら
す
じ
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。 

で
は
、
そ
の
『
平
家
物
語
』
の
荊
軻
故
事
に
お
い
て
、
秦

王
政
と
荊
軻
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
論
に
お
い
て
は
『
平
家
物
語
』
は
語
り
本
系
の
覚

一
本
（
11
）
と
、
読
み
本
系
の
『
源
平
盛
衰
記
』
（
12
）
を
用

い
る
。 

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
覚
一
本
で
も
『
源
平
盛

衰
記
』
で
も
荊
軻
故
事
中
の
秦
王
政
が
「
始
皇
（
帝
）
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
荊
軻
が
秦
王
政
の
暗
殺
を
目
論

ん
だ
時
点
で
は
、
国
力
の
差
こ
そ
あ
れ
、
秦
国
と
燕
国
は
対

等
な
独
立
国
で
あ
っ
た
。
そ
の
秦
王
政
が
他
国
を
亡
ぼ
し
天

下
を
統
一
し
た
後
に
名
乗
っ
た
の
が
「
始
皇
帝
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
史
実
と
し
て
は
秦
王
政
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
暗

殺
対
象
を
始
皇
帝
と
呼
称
し
た
と
き
、
秦
国
は
燕
国
の
上
に

立
つ
存
在
と
な
り
、
始
皇
帝
と
燕
太
子
丹
の
間
に
史
実
か
ら

乖
離
し
た
上
下
関
係
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。 

 

覚
一
本
、『
源
平
盛
衰
記
』
い
ず
れ
の
荊
軻
故
事
も
、
燕
太

子
丹
が
秦
に
戦
い
を
挑
ん
で
破
れ
、
捕
虜
と
な
っ
た
場
面
か

ら
始
ま
る
。『
史
記
』
で
は
戦
国
時
代
に
国
家
間
で
行
わ
れ
て

い
た
人
質
の
交
換
の
一
環
と
し
て
燕
太
子
丹
が
秦
の
人
質
と

な
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
秦
に
い
る
理
由
か
ら
異
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
燕
太
子
丹
が
親
へ
の
孝
行
を

尽
く
し
た
い
と
願
っ
て
帰
国
を
願
い
出
た
点
で
あ
る
。
始
皇

帝
か
ら
無
理
難
題
を
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
太
子
は
天
助
に
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よ
っ
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
帰
国
し
た
。
無
理
難
題
を
天
助

で
解
決
す
る
経
緯
は
「
燕
丹
子
」
を
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、「
燕

丹
子
」
に
お
い
て
は
、
太
子
は
秦
の
無
礼
に
怒
っ
て
帰
国
を

望
み
、
無
理
難
題
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
親
孝
行
の
た
め
と

い
う
要
素
は
な
い
（
13
）
。
以
下
は
覚
一
本
の
帰
国
後
の
場
面

で
あ
る
。 

太
子
丹
う
ら
み
を
ふ
く
ん
で
、
又
始
皇
帝
に
従
は
ず
。
始

皇
官
軍
を
つ
か
は
し
て
燕
丹
を
討
た
ん
と
し
給
ふ
に
、
燕

丹
お
そ
れ
を
の
ゝ
き
、
荊
訶
と
い
ふ
兵
を
か
た
ら
ふ
て
大

臣
に
な
す
。 

 

荊
軻
が
荊
訶
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
臣
に
取
り
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
措
く
。
注
目
し
た
い
の
は
、

始
皇
帝
が
「
官
軍
」
を
遣
わ
し
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
始
皇

帝
が
燕
に
対
し
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
本
来
、

そ
れ
は
戦
国
時
代
に
群
雄
割
拠
し
て
い
た
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
秦
国
の
軍
に
過
ぎ
ず
、
官
軍
で
は
な
い
。
国
力
の
差
こ
そ

あ
れ
、
理
念
上
は
、
燕
国
は
そ
れ
を
対
等
に
迎
え
撃
つ
こ
と

が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
覚
一
本
は
、
秦
王
政
を
始

皇
帝
と
呼
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
秦
軍
を
官
軍
と
称
し
て
明
確
に

始
皇
帝
を
体
制
側
と
し
、
太
子
丹
を
反
体
制
側
と
見
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
傾
向
は
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
七
で
も
確
認
で
き
る
。

故
事
の
展
開
は
覚
一
本
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
始
皇
帝

を
是
と
し
、
燕
太
子
丹
を
非
と
す
る
意
識
が
よ
り
分
か
り
や

す
く
示
さ
れ
て
い
る
。
帰
国
後
の
場
面
を
見
よ
う
。 

燕
丹
は
の
が
れ
難
き
罪
科
を
の
が
れ
、
本
国
に
被
還
て
再

父
母
を
見
け
れ
ば
、
深
く
始
皇
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
こ
そ
思

べ
き
に
、
其
情
を
忘
て
、
秦
国
を
亡
さ
ん
と
巧
む
心
切
に

し
て
…
… 

 

「
始
皇
」
は
始
皇
帝
を
言
う
。
問
題
は
、
燕
太
子
丹
が
秦

に
戦
い
を
挑
ん
で
敗
北
し
な
が
ら
許
さ
れ
た
こ
と
を
、「
深
く

始
皇
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
こ
そ
思
べ
き
に
」
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
始
皇
帝
が
燕
太
子
丹
の
帰
国
を
許
し
た
こ
と
を
「
始

皇
の
恩
」
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
発
想
は
『
史
記
』

や
「
燕
丹
子
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
『
史
記
』
の
場
合
は
、
そ

も
そ
も
秦
王
政
が
帰
国
を
許
し
て
い
な
い
た
め
、
恩
義
な
ど

あ
り
得
な
い
。「
燕
丹
子
」
で
は
太
子
丹
が
帰
国
で
き
た
の
は

秦
王
政
か
ら
の
無
理
難
題
を
天
助
に
よ
り
解
決
で
き
た
た
め

で
あ
り
、
天
助
を
得
た
の
は
、
太
子
丹
の
正
統
性
を
天
が
認

め
た
た
め
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
秦
王
政
よ
り
も
太

子
丹
の
方
が
よ
り
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
秦
王
政
に

恩
義
を
感
じ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
覚
一
本
、『
源

平
盛
衰
記
』
と
も
に
、
始
皇
帝
と
燕
太
子
丹
は
、
中
国
系
の

故
事
と
は
全
く
異
な
る
関
係
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。 

 

も
う
一
点
、
始
皇
帝
と
、
燕
太
子
丹
あ
る
い
は
荊
軻
の
関

係
性
の
違
い
を
確
認
し
た
い
。
覚
一
本
で
は
こ
の
故
事
を
以
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下
の
よ
う
に
結
ぶ
。 

官
軍
を
つ
か
は
し
て
燕
丹
を
ほ
ろ
ぼ
さ
る
。
蒼
天
ゆ
る
し

給
は
ね
ば
、
白
虹
日
を
つ
ら
ぬ
い
て
通
ら
ず
。
秦
の
始
皇

は
の
が
れ
て
、
燕
丹
つ
ゐ
に
ほ
ろ
び
に
き
。 

 

燕
太
子
丹
が
亡
ぼ
さ
れ
た
理
由
を
「
蒼
天
ゆ
る
し
給
は
ね

ば
」
、
つ
ま
り
、
天
が
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
『
源

平
盛
衰
記
』
で
は
忘
恩
ゆ
え
に
滅
ん
だ
と
し
て
、「
燕
丹
昔
の

恩
を
忘
て
、
還
て
始
皇
を
傾
ん
と
計
し
か
ば
、
己
が
身
空
く

亡
ぬ
」
と
結
ぶ
。
こ
ち
ら
に
は
明
確
な
天
の
介
入
は
言
及
さ

れ
な
い
が
、
忘
恩
の
報
い
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

や
は
り
天
が
燕
太
子
丹
を
許
さ
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。 

 

中
国
に
お
け
る
荊
軻
故
事
理
解
で
は
、
秦
王
政
が
悪
、
荊

軻
が
善
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
関
係
性
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
。
燕
太
子
丹
は
悪
で
あ
る
秦
王
政
に
虐
げ
ら
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
秦
王
政
に
対
し
て
は
善
で
あ
る
が
、
荊
軻
を
疑

っ
た
こ
と
か
ら
荊
軻
に
対
し
て
は
悪
と
い
う
複
雑
な
立
場
と

な
る
。
し
か
し
、『
平
家
物
語
』
に
見
え
る
荊
軻
故
事
に
お
い

て
は
、
始
皇
帝
は
官
軍
で
あ
り
、
善
で
あ
る
。
燕
太
子
丹
は

覚
一
本
で
は
天
助
を
受
け
て
帰
国
で
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
秦

に
背
い
た
た
め
に
、
天
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
者
で
あ
り
、『
源

平
盛
衰
記
』
で
も
忘
恩
の
者
と
し
て
、
悪
の
立
場
に
あ
る
。

荊
軻
は
燕
太
子
丹
に
使
役
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
燕
太
子
丹
と

同
じ
立
場
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。 

つ
ま
り
、
日
中
の
荊
軻
故
事
理
解
で
、
始
皇
帝
と
燕
太
子

丹
・
荊
軻
の
関
係
性
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に

分
析
し
て
い
き
た
い
。 

 

四 

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
咸
陽
宮
」
の
位
置 

 

ま
ず
、
荊
軻
故
事
が
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。
巻
五
「
咸
陽

宮
」
の
直
前
に
は
、
源
頼
朝
が
伊
豆
で
反
旗
を
翻
し
た
と
の

報
せ
を
受
け
、
平
清
盛
が
激
怒
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
大

庭
早
馬
）
に
続
け
て
「
朝
敵
揃
」
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
神

武
天
皇
の
時
代
に
ま
で
遡
り
、
朝
敵
の
歴
史
を
た
ど
り
、
誰

一
人
と
し
て
そ
の
野
心
を
満
た
し
得
た
者
は
い
な
か
っ
た
と

結
ぶ
一
段
で
あ
る
。
そ
の
一
段
に
続
け
て
、「
咸
陽
宮
」
が
置

か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
朝
敵
の
例
と
し
て

燕
太
子
丹
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。「
朝
敵
揃
」
の
文

脈
に
従
い
、
燕
太
子
丹
を
源
頼
朝
に
比
す
と
す
れ
ば
、
始
皇

帝
に
比
定
さ
れ
る
の
は
天
皇
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
平
家
物
語
』

全
体
の
文
脈
で
捉
え
直
し
、
朝
敵
を
平
清
盛
で
あ
る
と
想
定

し
た
と
し
て
も
、
始
皇
帝
は
天
皇
と
な
る
。 
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『
平
家
物
語
』
で
天
皇
を
始
皇
帝
に
な
ぞ
ら
え
る
箇
所
は

他
に
も
あ
る
。『
平
家
物
語
』
序
章
で
日
本
と
中
国
の
朝
敵
を

並
べ
、
彼
ら
の
悪
行
も
清
盛
ほ
ど
で
は
な
い
と
述
べ
る
一
節

に
「
秦
の
趙
高
」
の
名
が
見
え
る
（
14
）
。
趙
高
と
は
始
皇
帝

に
仕
え
る
宦
官
で
あ
り
、
『
史
記
』
「
秦
始
皇
本
紀
」
な
ど
の

記
述
に
よ
れ
ば
、
始
皇
帝
の
死
後
、
遺
命
に
背
い
て
始
皇
帝

の
長
男
扶
蘇
を
自
殺
に
追
い
込
み
、
自
身
の
意
の
ま
ま
に
動

く
末
子
胡
亥
を
即
位
さ
せ
る
な
ど
悪
逆
の
限
り
を
尽
く
し
、

秦
の
滅
亡
を
早
め
た
と
さ
れ
る
奸
臣
で
あ
る
。 

兵
藤
裕
己
氏
は
『
王
権
と
物
語
』
（
15
）
に
お
い
て
、
『
平

家
物
語
』
序
章
を
「
「
朝
敵
」
の
必
滅
を
と
く
王
権
因
果
論
」

と
見
な
す
。
ま
た
、
大
津
雄
一
氏
は
『
軍
記
と
王
権
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
（
16
）
の
「
総
論
」
に
お
い
て
、
軍
記
物
を
以
下

の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。 

天
皇
王
権
の
至
高
性
を
共
通
の
規
則
と
す
る
共
同
体
内

部
の
秩
序
に
、
異
者
（
反
逆
者
・
朝
敵
）
が
混
沌
を
一

時
的
に
現
出
さ
せ
る
が
、
天
皇
王
権
を
護
持
す
る
超
越

者
（
神
仏
・
冥
衆
・
天
）
の
加
護
の
も
と
、
異
者
は
忠

臣
に
よ
り
排
除
さ
れ
、
共
同
体
は
秩
序
を
回
復
す
る
。 

 

大
津
氏
の
定
義
に
よ
れ
ば
、『
平
家
物
語
』
は
、
朝
敵
平
清

盛
に
よ
っ
て
生
じ
た
混
沌
か
ら
の
、
天
皇
王
権
の
回
復
の
物

語
で
あ
る
と
い
え
る
。
趙
高
が
秦
王
朝
の
混
乱
を
生
じ
さ
せ

た
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
清
盛
に
比
定
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
で
は
始
皇
帝
は
具
体
的
に
は
誰
の
な
ぞ
ら
え
な
の
か
。 

 

王
権
と
清
盛
の
関
係
に
つ
い
て
は
赤
坂
憲
雄
「
平
家
物
語

と
王
権―

―

物
語
に
と
っ
て
外
部
と
は
な
に
か
」
（
17
）
に
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

清
盛
は
〈
王
〉
に
ひ
と
し
い
、
だ
が
け
っ
し
て
〈
王
〉

そ
れ
自
体
で
は
な
い
、
い
わ
ば
〈
王
〉
の
影
と
も
い
え

る
場
所
か
ら
専
断
的
権
力
を
行
使
す
る
。
そ
し
て
、
じ

つ
は
『
平
家
物
語
』
と
い
う
物
語
空
間
に
は
、
〈
王
〉
そ

の
人
は
姿
を
み
せ
な
い
、
む
し
ろ
〈
王
〉
は
不
在
で
あ

る
。 

 

さ
ら
に
赤
坂
氏
は
王
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
ほ
か
の
何
者
に

よ
っ
て
も
代
行
不
可
能
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
ど
れ

ほ
ど
形
骸
化
し
よ
う
と
も
制
度
と
し
て
は
存
続
せ
ざ
る
を
得

な
い
」
と
し
、
王
の
影
に
つ
い
て
「
影
こ
そ
が
実
質
的
な
権

力
の
掌
握
者
で
あ
り
、
不
在
の
〈
王
〉
を
ほ
し
い
ま
ま
に
操

り
つ
つ
王
国
に
君
臨
す
る
。
し
か
も
、
影
は
け
っ
し
て
〈
王
〉

の
座
に
の
ぼ
り
つ
め
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
赤
坂
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
荊
軻
故
事
の
始
皇
帝

は
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
王
権
構
造
の
中
で
形
骸
化

し
、
不
在
の
王
（
天
皇
）
の
な
ぞ
ら
え
、
あ
る
い
は
王
権
と

い
う
制
度
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
平
家
物
語
』
に
見
え
る
荊
軻
故
事

は
、「
ほ
か
の
何
者
に
よ
っ
て
も
代
行
不
可
能
」
な
存
在
で
あ
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る
始
皇
帝
と
、
朝
敵
で
あ
る
燕
太
子
丹
と
い
う
図
式
で
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
荊
軻
故
事
で
は
天

の
信
任
を
失
っ
た
亡
国
の
暗
君
で
あ
る
始
皇
帝
が
、『
平
家
物

語
』
に
お
い
て
は
他
な
ら
ぬ
天
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
権
力
の
源
泉
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
始
皇
帝
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た
燕
太
子
丹
と
荊
軻
と
が
、

中
国
に
お
い
て
は
肯
定
さ
れ
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
否

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
じ
故
事
を
語
っ
て
お
り
な
が
ら
、

日
中
の
物
語
の
枠
組
は
全
く
異
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

し
か
し
、
燕
太
子
丹
が
朝
敵
で
あ
る
と
い
う
枠
組
で
物
語

を
捉
え
た
場
合
、
い
さ
さ
か
不
都
合
な
点
が
あ
る
。「
燕
丹
子
」

系
の
荊
軻
故
事
の
前
半
に
は
、
燕
太
子
丹
が
帰
国
を
望
み
、

天
助
に
よ
っ
て
帰
国
が
叶
う
と
い
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の

場
合
、
朝
敵
に
天
助
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
点
で
あ
る
。
中
国
の
荊
軻
故
事
理
解
で
あ
れ
ば
、
天

助
は
、
燕
太
子
丹
に
同
情
的
で
あ
る
話
の
枠
組
に
齟
齬
し
な

い
が
、
始
皇
帝
を
善
と
見
な
す
文
脈
で
は
天
助
は
不
都
合
で

あ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
の
語
り
本
が
燕
太
子
丹
の
孝
心

を
こ
と
さ
ら
に
重
視
す
る
の
は
、
天
助
が
与
え
ら
れ
る
理
由

が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い

さ
さ
か
話
が
す
っ
き
り
し
な
い
。 

兵
藤
裕
己
氏
は
『
平
家
物
語
』「
咸
陽
宮
」
が
燕
太
子
丹
と

荊
軻
に
「
き
わ
め
て
同
情
的
」
で
あ
り
、「
殺
さ
れ
か
け
た
国

王
は
、
希
代
の
暴
君
と
さ
れ
る
始
皇
帝
」
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、「
こ
の
話
で
は
、
国
王
へ
の
反
逆
イ
コ
ー
ル
悪
行
と
い

う
論
理
が
な
り
た
た
な
い
」
と
す
る
（
18
）
。
だ
が
、
始
皇
帝

が
暴
君
で
あ
り
、
燕
太
子
丹
や
荊
軻
に
同
情
的
で
あ
る
の
は
、

『
史
記
』
や
「
燕
丹
子
」
か
ら
受
け
継
が
れ
た
価
値
意
識
で

あ
り
、
む
し
ろ
暴
君
で
あ
る
は
ず
の
始
皇
帝
が
恩
を
与
え
、

燕
太
子
丹
が
そ
の
恩
に
背
い
た
た
め
に
、
天
に
許
さ
れ
ず
滅

び
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
新
た
に
加
わ
っ
た
価
値
意
識
に

こ
そ
（
そ
し
て
そ
れ
が
恐
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
加
わ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
）
、
『
平
家
物
語
』
の
荊
軻
故

事
の
特
色
が
見
い
だ
せ
る
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
謡
曲

「
咸
陽
宮
」
が
そ
の
価
値
意
識
を
よ
り
明
確
化
す
る
形
で
受

け
継
い
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。 

 

五 

謡
曲
「
咸
陽
宮
」
に
お
け
る
始
皇
帝
像 

 

謡
曲
「
咸
陽
宮
」
は
前
述
の
通
り
『
平
家
物
語
』
に
拠
っ

て
成
立
し
て
い
る
た
め
、「
燕
丹
子
」
系
の
枠
組
を
持
つ
も
の

の
、
描
か
れ
る
の
は
荊
軻
故
事
の
後
半
部
分
（
あ
ら
す
じ
④

⑤
）
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
半
の
天
助
の
場
面
は
存
在
し

な
い
。
そ
の
結
果
、
燕
太
子
丹
へ
の
同
情
的
な
描
写
は
な
く

な
る
、
つ
ま
り
、
始
皇
帝
を
批
判
す
る
要
素
が
な
く
な
る
こ
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と
と
な
る
。 

も
う
一
つ
、
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
に
は
始
皇
帝
の
意
味
づ
け

に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
上
演
さ
れ
た
経

緯
で
あ
る
。
前
掲
の
『
謡
曲
百
番
』
で
は
謡
曲
「
咸
陽
宮
」

の
概
要
を
「
燕
の
太
子
丹
の
意
を
承
け
た
荊
軻
と
秦
舞
陽
が

咸
陽
宮
に
赴
き
始
皇
帝
の
謀
殺
を
計
る
話
（
平
家
物
語
五
・

咸
陽
宮
）
に
拠
り
、
皇
帝
の
王
威
の
不
可
侵
性
と
刺
客
の
覇

気
と
を
描
く
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
成
立
背
景
を
「
正
長
二

年
（
一
四
二
九
）
五
月
の
室
町
御
所
笠
懸
の
馬
場
で
行
わ
れ

た
観
世
両
対
宝
生
十
二
座
の
立
合
猿
楽
に
、
観
世
方
の
演
目

「
秦
始
皇
」
が
本
曲
と
推
測
さ
れ
、
将
軍
宣
下
を
承
け
た
足

利
義
教
の
御
代
始
を
記
念
す
る
晴
れ
の
能
と
推
考
さ
れ
て
い

る
」
と
説
明
す
る
。 

今
ま
で
に
見
て
き
た
通
り
、
中
国
で
の
荊
軻
故
事
は
「
皇

帝
の
王
威
の
不
可
侵
性
」
を
主
題
と
し
た
物
語
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
平
家
物
語
』

（
あ
る
い
は
黒
田
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
中
世
史
記
」
）
な
ど

に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
大
津
雄
一
氏
は
「
義
仲
考 
王

権
の
〈
物
語
〉
と
そ
の
亀
裂
」
（
19
）
に
お
い
て
「
頼
朝
が
朝

敵
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
確
信
を
得
た
受
容
者
が
、
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
て
、
「
朝
敵
揃
」
「
咸
陽
宮
」
で
選
択
し
て
残
す

情
報
は
、「
朝
威
」
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
は
逆
に
必
ず
滅

び
、
昔
は
「
宣
旨
」
と
い
う
「
朝
威
」
に
鷺
な
ど
と
い
う
鳥

さ
え
も
従
っ
た
と
い
う
王
権
の
絶
対
不
可
侵
性
」
で
あ
る
と

す
る
。
「
朝
敵
揃
」
「
咸
陽
宮
」
が
頼
朝
の
反
乱
を
踏
ま
え
て

語
ら
れ
、
朝
敵
は
必
ず
滅
ぶ
と
言
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

受
容
者
は
、
滅
び
な
か
っ
た
頼
朝
は
朝
敵
で
は
な
く
、
滅
ん

だ
清
盛
こ
そ
が
朝
敵
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
考
え
た
と
き
、「
咸
陽
宮
」
の
骨
格
は
、
朝
敵
必
滅
の
こ

と
わ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
「
王
権
の
絶
対
不
可
侵
性
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
荊
軻
故
事
の
始
皇
帝
に
「
皇
帝
の
王
威

の
不
可
侵
性
」
を
読
み
取
れ
る
の
は
、
始
皇
帝
本
来
の
在
り

方
や
、
荊
軻
故
事
本
来
の
解
釈
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、『
平

家
物
語
』
の
文
脈
の
中
で
の
役
割
に
拠
る
こ
と
と
な
る
。 

「
王
威
の
不
可
侵
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
作
品
は
晴
れ
の

能
と
し
て
相
応
し
い
。
で
は
こ
こ
で
「
王
威
」
、
つ
ま
り
始
皇

帝
に
擬
さ
れ
て
い
る
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。『
平
家
物
語
』
に

お
い
て
、
始
皇
帝
は
天
皇
王
権
の
な
ぞ
ら
え
で
あ
っ
た
。
し

か
し
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
は
足
利
義
教
へ
の
宣
下
を
祝
し
て
演

じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、「
秦
の
御
代
、
万
世
を
保
ち
給

ふ
事
」
と
い
う
言
祝
ぎ
は
、
足
利
義
教
自
身
あ
る
い
は
足
利

家
へ
の
予
祝
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
平
家
物
語
』
に

お
い
て
天
皇
王
権
を
象
徴
し
て
い
た
始
皇
帝
に
、
室
町
幕
府

の
将
軍
で
あ
る
足
利
義
教
が
自
ら
を
重
ね
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
両
者
の
間
に
異
な
る
王
権
の
捉
え
方
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。 
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前
述
の
通
り
、
中
国
の
皇
帝
（
天
子
）
の
上
に
は
天
が
在

る
。
皇
帝
を
選
び
、
評
価
し
、
暴
君
に
は
天
譴
を
加
え
、
そ

れ
で
も
悪
政
が
続
く
場
合
は
易
姓
革
命
を
行
う
の
が
天
の
役

割
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
天
皇
が
地
上
の
統
治
者
で

あ
る
征
夷
大
将
軍
を
選
び
、
任
命
す
る
仕
組
み
と
よ
く
似
て

い
る
。
つ
ま
り
、
天
＝
天
皇
、
皇
帝
＝
将
軍
と
い
う
王
権
の

捉
え
方
を
す
れ
ば
、
始
皇
帝
を
足
利
義
教
に
読
み
替
え
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
化

の
根
底
に
は
、『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
の
王
権
の

捉
え
方
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
ご
と
の
王
権
の
捉
え
方
、
あ
る
い
は
世
界
観
が
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

兵
藤
裕
己
氏
（

20
）

は
『
平
家
物
語
』
が
日
本
社
会
に
与

え
た
影
響
と
し
て
、「
武
家
政
権
を
王
朝
国
家
に
組
み
い
れ
る

構
想
」
を
浸
透
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
「
王

朝
の
政
治
秩
序
を
価
値
基
準
と
し
た
源
平
交
替
の
「
歴
史
」
」

が
「
語
り
物
と
し
て
流
布
・
浸
透
し
た
こ
と
で
」
、
「
以
後
の

政
治
史
の
推
移
さ
え
規
定
」
し
た
と
述
べ
る
。
武
家
政
権
が

北
条
家
（
平
家
）
、
足
利
家
（
源
氏
）
、
織
田
家
（
平
家
）
、
徳

川
家
（
源
氏
）
と
い
う
「
朝
家
の
御
ま
も
り
」
で
あ
る
平
家

と
源
氏
の
間
で
交
替
し
な
が
ら
続
く
と
い
う
政
治
観
が
『
平

家
物
語
』
に
よ
っ
て
定
着
し
た
と
の
指
摘
で
あ
る
。
兵
藤
氏

の
述
べ
る
よ
う
に
武
家
政
権
の
政
治
史
が
規
定
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
赤
坂
氏
の
言

う
と
こ
ろ
の
「
ほ
か
の
何
者
に
よ
っ
て
も
代
行
不
可
能
」
な

王
朝
の
下
に
、「
専
断
的
権
力
を
行
使
す
る
」
武
家
政
権
が
源

平
で
交
替
し
な
が
ら
継
続
的
に
存
在
す
る
と
い
う
世
界
観
が

確
立
し
、
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
平
清
盛
や
源
頼
朝
が
特
異
な
、
一
過
性
の
朝
敵
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
燕
太
子
丹
や
荊
軻
に
比
定
す
べ
き
存
在
で

あ
る
。
し
か
し
、
武
家
政
権
が
常
態
と
な
れ
ば
、
正
統
な
権

力
の
行
使
者
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
の
皇
帝
に

擬
す
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
体
制

の
捉
え
方
の
変
化
に
よ
っ
て
、
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
の
始
皇
帝

の
立
ち
位
置
の
読
み
替
え
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

中
国
古
典
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
荊
軻
故
事
の
始
皇
帝
は

天
か
ら
見
放
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
祝
い
の
場
で
将
軍
宣
下

を
受
け
た
者
を
な
ぞ
ら
え
る
の
に
は
、
決
し
て
相
応
し
く
な

い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
日
本
に
お
い
て
変
質
し
た
か
ら

こ
そ
、
将
軍
と
な
る
こ
と
へ
の
祝
福
の
場
で
行
わ
れ
る
に
相

応
し
い
演
目
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
冒
頭
で
指
摘
し
た
謡
曲

「
咸
陽
宮
」
の
「
秦
の
御
代
、
万
世
を
保
ち
給
ふ
事
」
と
い

う
文
言
も
、
始
皇
帝
本
人
の
史
実
や
、
荊
軻
故
事
に
お
け
る

意
味
づ
け
を
踏
ま
え
れ
ば
、
不
可
解
極
ま
り
な
い
が
、「
秦
の

御
代
」
が
「
ほ
か
の
何
者
に
よ
っ
て
も
代
行
不
可
能
」
で
あ
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る
天
皇
王
権
の
「
絶
対
不
可
侵
性
」
、
そ
れ
は
同
時
に
天
皇
か

ら
の
委
任
を
受
け
た
将
軍
の
「
絶
対
不
可
侵
性
」
で
も
あ
る

が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
こ
と
で
、
万
世
を
保
つ

祝
福
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
に
、
荊
軻
故
事
を
始
皇
帝
の
描
か
れ
方
か
ら
比
較
・

検
討
し
て
き
た
。 

前
述
の
通
り
、
中
国
に
お
い
て
は
、
皇
帝
と
は
地
上
に
対

し
て
絶
対
的
な
権
限
を
持
つ
存
在
と
同
時
に
、
天
子
と
し
て

そ
の
政
治
を
天
に
評
価
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
政
治
に

重
大
な
瑕
疵
が
あ
れ
ば
、
天
が
易
姓
革
命
を
も
た
ら
し
、
地

上
の
支
配
者
は
別
の
一
族
に
交
替
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
天
皇
は
政
治
を
天
か
ら
評
価
さ

れ
る
立
場
に
な
く
、
別
の
一
族
が
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
こ

と
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。 

そ
の
よ
う
な
王
権
の
在
り
方
の
根
本
的
な
違
い
を
度
外
視

し
、
荊
軻
故
事
は
始
皇
帝
の
位
置
に
天
皇
を
据
え
る
形
で
『
平

家
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
始
皇
帝
は
肯
定
さ

れ
る
べ
き
立
場
へ
と
転
換
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
燕
太
子
丹
、

荊
軻
の
立
ち
位
置
も
逆
転
し
た
。
そ
の
解
釈
を
引
き
継
い
で

成
立
し
た
謡
曲
「
咸
陽
宮
」
が
、
始
皇
帝
の
な
ぞ
ら
え
を
天

皇
か
ら
足
利
義
教
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
始
皇
帝
が
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
存
在
へ
と
変
化

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
始
皇
帝
の
な
ぞ
ら
え
の
変
化
は
荊
軻
故
事
に
内
在
す

る
要
因
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
荊
軻
故
事
を
受
容
す
る
側
の

世
界
観
に
起
因
し
て
い
る
。
中
国
で
の
理
解
は
中
国
の
皇
帝

制
の
在
り
方
・
捉
え
方
を
踏
ま
え
、
日
本
で
の
理
解
は
日
本

の
王
権
の
在
り
方
・
捉
え
方
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
日
本
漢
詩
・
日
本
漢
文
に
言
及
さ
れ
る
荊

軻
故
事
は
、
中
国
古
典
の
理
解
を
踏
襲
し
、
始
皇
帝
に
批
判

的
、
荊
軻
や
燕
太
子
丹
に
同
情
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
で

は
和
文
と
漢
文
で
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
荊
軻
故
事
理
解

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
典
に
取

り
込
ま
れ
た
始
皇
帝
は
風
流
人
と
し
て
の
側
面
も
備
え
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
で
論
じ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
次
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。 

  注 

 

（

1
）
西
野
春
雄
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
７ 

謡
曲
百
番
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
八
。 
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（

2
）
前
掲
書
。 

（

3
）
初
出
は
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
二
。
引
用
は
『
青
木
正
児
全

集
』
第
二
巻
、
一
九
四
七
。 

（

4
）「
平
家
物
語
燕
丹
説
話
の
成
立
」（
『
軍
記
と
語
り
物
』
十
五
、

一
九
七
九
）
。 

（

5
）
「
一 

平
家
物
語
と
注
釈 

２
咸
陽
宮
覚
書―

―

朗
詠
注
と
の

関
連―

―

」（
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
』
所
収
、
和
泉
書

院
、
一
九
八
七
）
。 

（

6
）
二
十
年
、
燕
太
子
丹
患
秦
兵
至
国
、
恐
、
使
荊
軻
刺
秦
王
。

秦
王
覚
之
、
体
解
軻
以
徇
、
而
使
王
翦
、
辛
勝
攻
燕
。
燕
、

代
発
兵
撃
秦
軍
、
秦
軍
破
燕
易
水
之
西
。 

（

7
）
『
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
九
十
五
、
外
国
語
学
・
外
国

文
学
編
、
一
九
九
六
。 

（

8
）
荊
軻
発
後
、
太
子
相
気
、
見
白
虹
貫
日
、
不
徹
。
曰
、
吾
事

不
成
矣
。
後
聞
軻
死
。
太
子
曰
、
吾
知
其
然
也
。 

（

9
）
燕
丹
善
養
士
、
志
在
報
強
嬴
。
招
集
百
夫
良
、
歳
暮
得
荊
卿
。

君
子
死
知
己
、
提
剣
出
燕
京
。
素
驥
鳴
広
陌
、
慷
慨
送
我
行
。

雄
髪
指
危
冠
、
猛
気
衝
長
纓
。
飲
餞
易
水
上
、
四
座
列
群
英
。

漸
離
撃
悲
筑
、
宋
意
唱
高
声
。
蕭
蕭
哀
風
逝
、
淡
淡
寒
波
生
。

商
音
更
流
涕
、
羽
奏
壮
士
驚
。
心
知
去
不
帰
、
且
有
後
世
名
。

登
車
何
時
顧
、
飛
蓋
入
秦
庭
。
凌
厲
越
万
里
、
逶
迤
過
千
城
。

図
窮
事
自
至
、
豪
主
正
怔
営
。
惜
哉
剣
術
疎
、
奇
功
遂
不
成
。

其
人
雖
已
没
、
千
載
有
余
情
。
（
『
古
詩
源
』
巻
九
「
晋
詩
」
） 

（

10
）
『
経
済
史
研
究
』
二
十
巻
、
二
〇
一
七
。 

（

11
）
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

平

家
物
語 

上
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
。 

（

12
）
黒
田
彰
・
松
尾
葦
江
校
注
『
中
世
の
文
学 

源
平
盛
衰
記
（
三
）
』

（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
四
）
。
一
部
表
記
を
改
め
た
。 

（

13
）
『
平
家
物
語
』
「
咸
陽
宮
」
の
故
事
が
中
国
系
の
故
事
と
異
な

り
燕
太
子
丹
の
恩
愛
を
重
視
す
る
点
は
、
今
成
「
燕
丹
説
話

の
展
開
と
平
家
物
語
」
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
三
号
、
一
九
六

五
）
に
詳
し
い
。 

（

14
）
遠
く
異
朝
を
と
ぶ
ら
え
ば
、
秦
の
趙
高
・
漢
の
王
莽
・
梁
の

朱
忌
・
唐
の
祿
山
、
是
等
は
皆
旧
主
先
皇
の
政
に
も
従
は
ず
、

楽
み
を
き
は
め
、
諌
を
も
思
ひ
い
れ
ず
、
天
下
の
乱
れ
む
事

を
さ
と
ら
ず
し
て
、
民
間
の
愁
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
ッ
し
か

ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、
亡
じ
に
し
者
ど
も
也
。
（
覚
一
本
） 

（

15
）
初
版
は
青
弓
社
、
一
九
八
九
。
引
用
は
岩
波
書
店
、
二
〇
一

〇
に
拠
る
。 

（

16
）
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
。 

（

17
）『
國
文
學 

解
釋
と
教
材
の
研
究
』
三
十
一
号
、
一
九
八
六
。 

（

18
）
「
終
末
の
不
安
」
（
『
平
家
物
語
の
読
み
方
』
所
収
、
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
）
。 

（

19
）
『
日
本
文
学
』
三
十
九
号
七
、
一
九
九
〇
。 

（

20
）
「
源
平
交
替
史
」
（
『
平
家
物
語
の
読
み
方
』
所
収
、
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
）
。 
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