
活
人

か
つ
に
ん

剣 け
ん

の
物
語 

一
． 

 

「
ね
ぇ
ね
ぇ
斎
主
さ
ま
。
あ
れ
は
な
ぁ
に
？
」 

あ
れ
か
い
？ 

あ
れ
は
『
活
人

か
つ
に
ん

剣 け
ん

』
じ
ゃ
よ
。 

 

「
か
つ
に
ん
け
ん
？ 

『
活
人
剣
』
っ
て
な
ぁ
に
？
」 

 
『
活
人
剣
』
は
『
人
を
活
か
す
剣
』
と
い
う
意
味
じ
ゃ
が
、
こ
の
可
睡
齋
に
は
『
活
人
剣
』
に

ま
る
わ
る
お
話
が
あ
る
の
じ
ゃ
。 

 

「
ふ
ぅ
ん
…
。
ど
ん
な
お
話
な
の
？
」 

「
ね
ぇ
ね
ぇ
斎
主
さ
ま
。
お
話
を
聞
か
せ
て
？
」 

 

よ
い
か
な
？ 

こ
れ
は
『
活
人
剣
の
物
語
』
と
い
っ
て
、
明
治
時
代
の
お
話
じ
ゃ
。 

 



二
． 

 

時
は
一
八
九
五
年
。
明
治
二
十
七
年
七
月
の
こ
と
じ
ゃ
っ
た
。 

朝
鮮
半
島
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
国
と
清
国
（
今
の
中
国
）
と
の
間
に
戦
争
が
起
こ
っ

た
の
じ
ゃ
。 

 

こ
の
戦
争
で
日
本
軍
は
清
軍
を
圧
倒
し
、
ど
ん
ど
ん
勝
ち
進
ん
で
い
っ
た
。 

そ
こ
で
、
翌
年
三
月
、
戦
争
終
結
に
つ
い
て
話
し
合
う
た
め
、
山
口
県
の
下
関
で
講
和
会
議

が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
。 

     

※
日
清
戦
争 

一
八
九
四
年
七
月
‐
一
八
九
五
年
三
月 

  
 



三
． 

  

こ
の
会
議
に
、
清
の
代
表
と
し
て
や
っ
て
き
た
の
は
李
鴻
章

り
こ
う
し
ょ
う

と
い
う
大
臣
で
あ
っ
た
。 

 

李
大
臣
は
皇
帝
か
ら
全
て
の
権
限
を
任
さ
れ
、
軍
艦
に
乗
り
、
百
二
十
人
も
の
お
伴
を
引
き

連
れ
て
や
っ
て
き
た
。 

七
十
二
歳
な
が
ら
、
そ
の
姿
は
大
柄
で
威
厳
と
気
品
に
満
ち
て
お
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。 



四
． 

 

会
議
が
始
ま
っ
た
。 

戦
い
で
優
位
な
立
場
の
日
本
は
、
清
の
李
鴻
章
大
臣
に
対
し
、
数
々
の
要
求
を
突
き
付
け
た
。 

 

李
大
臣
は
、
そ
の
厳
し
さ
に
驚
い
た
。 

  「
日
本
の
要
求
は
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
！ 

そ
れ
で
は
清
の
国
が
滅
ん
で
し
ま
う
…
」 

会
議
は
三
度
行
わ
れ
た
が
、
話
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。 

 し
か
し
、
こ
の
後
、
と
ん
で
も
な
い
事
件
が
起
こ
っ
た
の
じ
ゃ
。 

 



五
． 

 

会
議
を
終
え
、
李
大
臣
一
行
が
、
宿
泊
所
の
お
寺
へ
帰
る
途
中
の
こ
と
じ
ゃ
っ
た
。 

輿 こ
し

に
乗
っ
た
大
臣
と
、
清
の
行
列
を
ひ
と
目
見
よ
う
と
、
通
り
に
は
た
く
さ
ん
の
人
達
が
押

し
か
け
て
お
っ
た
。 

 

そ
の
人
だ
か
り
の
中
か
ら
、
突
然
、
拳
銃
を
手
に
し
た
若
い
男
が
飛
び
出
し
て
来
た
‼! 

 
 



六
． 

  

「
パ
ー
ン
！
」 

  

あ
っ
と
い
う
間
の
出
来
事
じ
ゃ
。 

 

銃
弾
は
大
臣
の
顔
面
に
命
中
し
た
！ 

 

発
砲
し
た
男
は
す
ぐ
さ
ま
大
勢
の
警
官
に
よ
っ
て
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
。 

 



七
． 

 

「
李
大
臣
が
撃
た
れ
た
‼
」 

情
報
は
す
ぐ
さ
ま
政
府
と
明
治
天
皇
に
報
告
さ
れ
た
。 

 

「
な
、
な
ん
と
い
う
こ
と
を
し
て
く
れ
た
の
だ
！ 

こ
れ
は
国
家
を
揺
る
が
す
大
事
件
だ
‼
」 

 

明
治
天
皇
は
、
そ
れ
は
も
う
大
変
お
怒
り

い

か

り

に
な
ら
れ
た
。 

 「
な
ん
と
し
て
で
も
李
大
臣
の
命
を
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
！ 

大
至
急
、
優
秀
な
医
師
を
派
遣
せ
よ
！
」 

 

   

※
政
府
…
大
本
営 

 
 



 

八
． 

 

そ
こ
で
、
陸
軍
軍
医
総
監

そ
う
か
ん 

佐
藤

進
す
す
む 

博
士

は

く

し

の
派
遣
が
命
ぜ
ら
れ
た
。 

 

広
島
の
病
院
に
い
た
佐
藤
博
士

は

く

し

は
、
天
皇
の
命
を
受
け
、
す
ぐ
に
速
手
の
人
力
車
へ
乗
り
、

広
島
港
へ
と
急
い
だ
。
そ
し
て
、
港
で
待
っ
て
い
た
船
に
乗
り
込
ん
だ
の
じ
ゃ
。 

 

博
士

は

く

し

は
、
順
天
堂
と
い
う
病
院
の
堂
主
で
も
あ
り
、
当
時
、
日
本
に
最
新
の
西
洋
医
学
を
も

た
ら
し
た
東
洋
随
一
の
外
科
医
で
あ
っ
た
。 

   

※
第
三
代
順
天
堂
堂
主 

佐
藤
進 

一
八
八
二
年
‐
一
九
二
〇
年 

（
こ
こ
ま
で
は
、
ひ
っ
迫
し
た
流
れ
で
、
テ
ン
ポ
を
重
視
し
て
い
ま
す
） 

  
 



九
． 

 

船
が
下
関
に
向
け
て
出
発
し
た
の
は
午
後
六
時
。 

波
は
と
て
も
静
か
じ
ゃ
っ
た
…
。 

（
※
こ
こ
か
ら
夜
の
静
け
さ
の
中
で
人
物
と
話
の
整
理
を
計
り
ま
す
） 

 「
そ
れ
に
し
て
も
、
本
当
に
愚
か
な
こ
と
を
し
て
く
れ
た
も
の
だ
…
」 

暮
れ
て
行
く
瀬
戸
内

せ

と

う

ち

の
海
を
眺
め
な
が
ら
、
佐
藤
博
士

は

く

し

は
つ
ぶ
や
い
た
。 

  
い
く
ら
戦
争
で
優
位
で
も
、
話
し
合
い
に
招
い
た
相
手
を
殺
す
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
。 

日
本
は
野
蛮
で
卑
怯
な
国
だ
と
し
て
、
今
度
は
清
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
の
国
を
敵
に
回
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
じ
ゃ
。 

 「
な
ん
と
か
命
を
取
り
留
め
て
い
て
欲
し
い
…
」 

佐
藤
博
士

は

く

し

は
祈
っ
た
…
。 

 
 



十
． 佐

藤
博
士

は

く

し

は
若
か
り
し
頃
、
の
ち
に
可
睡
齋
の
齋
主
と
な
る
西
有
穆
山

に
し
あ
り
ぼ
く
ざ
ん

和
尚
か
ら
禅
を
学
ん

だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
混
乱
期
、
国
内
の
戦
争
で
傷
つ
い
た
人
々

を
助
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多
か
っ
た
。 

 

当
時
の
博
士

は

く

し

は
自
分
の
無
力
さ
を
痛
感
し
た
。 

「
人
を
救
う
た
め
に
最
新
の
医
学
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
」 

そ
こ
で
一
八
六
九
年
（
明
治
二
年
）
、
ド
イ
ツ
へ
留
学
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
そ
し
て
、
東

洋
人
と
し
て
初
め
て
医
学

い

が

く

博
士

は

く

し

の
称
号
を
手
に
し
た
の
じ
ゃ
。 

  

今
、
ま
さ
に
そ
の
知
識
と
経
験
が
試
さ
れ
る
時
が
近
づ
い
て
い
た
。 

も
し
、
李
大
臣
が
命
を
落
と
す
こ
と
に
で
も
な
っ
た
ら
、
日
本
の
運
命
も
大
変
な
危
機
に
陥

っ
て
し
ま
う
。
責
任
は
重
大
じ
ゃ
っ
た
。 

夜
を
往
く
船
の
中
で
、
博
士

は

く

し

は
眠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

 
 



一
一
． 

翌
朝
、
船
が
下
関
に
到
着
し
、
博
士

は

く

し

の
診
察
が
許
さ
れ
た
。 

 

大
臣
は
、
奇
跡
的
に
命
を
取
り
留
め
て
い
た
。 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
拳
銃
で
撃
た
れ
た
あ
と
、
な
ん
と
大
臣
は
、
血
を
し
た
た
ら
せ
な
が

ら
も
、
自
ら
の
足
で
平
然
と
輿 こ

し

か
ら
降
り
て
き
た
と
い
う
。 

 

し
か
し
ま
だ
安
心
は
で
き
な
い
。
銃
弾
は
左
目
の
下
に
埋
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。 

博
士

は

く

し

が
傷
口
に
触
れ
る
と
、
痛
み
を
こ
ら
え
て
大
臣
が
言
っ
た
。 

「
私
は
も
う
老
い
ぼ
れ
だ
。
一
滴
の
血
も
失
い
た
く
な
い
…
」 

 

「
大
臣
、
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
大
臣
を
父
親
だ
と
思
っ
て
手
を
尽
く

く
し
ま
す
。
ど
う
か
ご
安
心
下
さ
い
」 

李
大
臣
は
こ
の
言
葉
に
心
を
動
か
さ
れ
、
治
療
の
一
切
を
博
士

は

く

し

に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
。 

容
態
は
突
然
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
博
士

は

く

し

は
、
昼
夜
を
問
わ
ず
全
て
の
処
置
を
自
ら
の
手

で
行
い
、
誠
心
誠
意
を
尽
く
し
た
の
じ
ゃ
っ
た
。 

 
 



十
二
． 

 

大
臣
が
快
方
に
向
か
う
中
、
講
和
会
議
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

日
本
は
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
厳
し
す
ぎ
た
交
渉
態
度
を
や
わ
ら
げ
、
清
に
歩
み
寄
る
こ
と

と
な
っ
た
。 

そ
し
て
事
件
か
ら
二
十
四
日
後
、
日
本
と
清
の
間
に
下
関
講
和
条
約
が
結
ば
れ
た
。 

戦
争
は
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
。 

 

博
士

は

く

し

の
懸
命
な
治
療
は
、
大
臣
の
命
を
救
っ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

結
果
的
に
、
清
の
苦
し
い
立
場
、
日
本
の
苦
し
い
状
況
、
お
互
い
を
救
い
、
活
か
す
こ
と
に

な
っ
た
の
じ
ゃ
。 

 
 



十
三
． 

さ
て
、
治
療
の
あ
い
だ
の
こ
と
じ
ゃ
。
二
人
に
こ
ん
な
会
話
が
あ
っ
て
の
う
。 

 

軍
医
で
あ
る
博
士

は

く

し

は
つ
ね
に
軍
服
姿
で
、
治
療
中
も
剣
を
腰
に
下
げ
て
い
た
。 

こ
れ
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
大
臣
は
、
あ
る
時
博
士

は

く

し

に
尋
ね
た
の
じ
ゃ
。 

「
医
者
に
剣
は
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」 

 

博
士

は

く

し

は
す
ぐ
に
こ
う
答
え
た
。 

「
こ
れ
は
人
を
殺
す
た
め
の
『
殺
人

せ
つ
に
ん

刀 と
う

』
で
は
な
く
、
人
を
活
か
す
『
活
人

か
つ
に
ん

剣 け
ん

』
な
の
で
す
。

私
は
日
夜
、
百
の
病
魔
と
戦
っ
て
、
必
ず
こ
れ
に
勝
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」 

 

「
殺
人

せ
つ
に
ん

刀 と
う 

活
人

か
つ
に
ん

剣 け
ん

」
こ
れ
は
清
に
伝
わ
る
古
い
仏
教
書
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。 

博
士

は

く

し

は
清
の
古
い
文
化
で
あ
る
仏
教
や
禅
も
学
ん
で
い
る
。 

大
臣
は
、
博
士

は

く

し

の
深
い
教
養
に
感
心
し
た
。
そ
し
て
「
相
手
を
思
い
や
る
心
」
を
重
ん
じ
て

い
る
こ
と
に
大
変
胸
を
打
た
れ
た
の
じ
ゃ
っ
た
。 

 
 



十
四
． 

博
士

は

く

し

と
大
臣
の
言
葉
の
や
り
と
り
は
新
聞
に
載
り
、
世
間
で
大
変
話
題
と
な
っ
た
。 

こ
の
「
活
人
剣
」
の
会
話
に
、
誰
よ
り
も
感
銘
を
受
け
喜
ん
だ
の
が
、
可
睡
斎
の
日
置
黙
仙

ひ
お
き
も
く
せ
ん

斎

主
で
あ
っ
た
。
先
代
の
西
有
穆
山

に
し
あ
り
ぼ
く
ざ
ん

老
師
の
後
を
継
い
だ
日
置
斎
主
は
、
先
代
か
ら
禅
を
学
ん
だ

佐
藤
博
士
の
活
躍
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
考
え
、
こ
の
可
睡
斎
に
「
活
人
剣
」
の
記
念
碑
を
建

て
よ
う
と
決
意
し
た
の
じ
ゃ
。 

 

日
置
斎
主
は
、
こ
れ
を
見
晴
ら
し
の
よ
い
「
出
世
六
の
字
穴
」
の
そ
ば
に
建
て
る
こ
と
に
し

た
。
そ
し
て
、
「
活
人
剣
」
の
彫
刻
を
明
治
の
彫
刻
家
と
し
て
名
高
い
高
村

た
か
む
ら

光
雲

こ
う
う
ん

先
生
に
依
頼

し
た
の
じ
ゃ
。 

  「
へ
ぇ
、
そ
れ
が
こ
の
活
人
剣
な
の
？
」 

  

い
や
い
や
、
も
う
少
し
話
を
聞
い
て
お
く
れ
。 

活
人
剣
の
物
語
は
こ
こ
か
ら
な
の
じ
ゃ
。 

 
 



十
五
． 

 

活
人
剣
碑
が
完
成
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
の
こ
と
じ
ゃ
。 

近
く
に
は
李
大
臣
の
感
謝
の
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
。 

完
成
式
典
に
は
佐
藤
博
士

は

く

し

も
招
か
れ
、
大
勢
の
人
た
ち
と
七
十
人
あ
ま
り
の
僧
侶
に
よ
っ
て

盛
大
に
と
り
行
わ
れ
た
。 

 

活
人
剣
碑
は
、
佐
藤
進
博
士

は

く

し

の
功
績
と
李
鴻
章

り
こ
う
し
ょ
う

大
臣
の
心
の
広
さ
を
称
え
、
ま
た
、
こ
の
戦

争
で
亡
く
な
っ
た
人
々
を
供
養
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
敵
味
方
に
関
わ
り
な
く
全
て
の
人
を

供
養
し
た
の
だ
。 

 

活
人
剣
碑
は
、
未
来
に
向
け
た
両
国
の
友
好
と
、
世
界
の
平
和
を
祈
る
た
め
の
大
切
な
大
切

な
祈
念
碑
な
の
じ
ゃ
。 

 
 



十
六
． 

 

と
こ
ろ
が
じ
ゃ
。
悲
し
い
こ
と
に
現
実
は
実
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

日
本
も
、
世
界
も
、
逆
に
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。 

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
、
人
類
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
大

勢
の
人
々
が
犠
牲
と
な
っ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
。 

 
 

一
方
、
可
睡
齋
の
活
人
剣
も
厳
し
い
運
命
に
さ
ら
さ
れ
た
。 

戦
争
が
長
引
き
、
日
本
軍
は
武
器
を
造
る
金
属
が
足
り
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
政
府
は

国
民
に
対
し
、
お
寺
の
鐘
か
ら
台
所
の
お
鍋
に
至
る
ま
で
、
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
の
金
属
を
差

し
出
す
よ
う
命
じ
た
の
じ
ゃ
。 

 

銅
で
造
ら
れ
た
活
人
剣
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。 

人
を
活
か
し
、
世
界
平
和
を
願
っ
た
活
人
剣
じ
ゃ
が
、
そ
の
剣
が
、
戦
争
の
た
め
に
熔
か
さ

れ
、
人
を
殺
す
た
め
の
武
器
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
じ
ゃ
…
。 

 

や
る
せ
な
い
話
じ
ゃ
…
。 

可
睡
齋
に
は
石
の
台
座
だ
け
が
残
さ
れ
た
…
。 

 
 



十
七
． 

 

そ
れ
か
ら
七
十
年
の
月
日
が
た
っ
た
。 

遺
さ
れ
た
石
造
り
の
台
は
ひ
ど
く
傷
ん
で
し
ま
い
、
訪
れ
る
人
も
な
い
。 

 

日
置
斎
主
が
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
ど
ん
な
に
嘆
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
…
。 

  

そ
ん
な
中
、
こ
の
よ
う
な
声
が
挙
が
り
始
め
た
。 

「
こ
の
ま
ま
で
は
活
人
剣
の
物
語
も
、
活
人
剣
碑
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
」 

「
傷
ん
だ
活
人
剣
碑
を
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
…
」 

 

そ
し
て
、
歴
史
を
次
の
世
代
に
語
り
継
ご
う
と
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
新
た
な
活
人
剣
を

創
ろ
う
と
い
う
活
動
が
始
ま
っ
た
の
じ
ゃ
。 

 
 



十
八
． 

 

新
し
い
活
人
剣
は
、
東
京
藝
術
大
学 

宮
田

み

や

た

亮
り
ょ
う

平 へ
い 

学
長
（
二
〇
一
六
年
よ
り
文
化
庁
長
官
）

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
代
金
属
工
芸
の
第
一
人
者
じ
ゃ
。 

 

そ
し
て
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
十
七
年
）
九
月
二
十
六
日
、
新
し
い
平
成
の
活
人
剣
碑
の

完
成
式
が
行
わ
れ
た
の
じ
ゃ
。 

 

新
し
い
活
人
剣
碑
に
は
可
睡
齋
の
代
表
的
な
花
で
あ
る
牡
丹
が
彫
ら
れ
て
お
る
。 

牡
丹
は
波
と
な
り
、
日
中
友
好
を
交
わ
す
人
々
が
イ
ル
カ
と
な
っ
て
海
を
越
え
て
ゆ
く
。 

海
は
世
界
へ
と
広
が
り
、
世
界
中
の
人
々
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

 

剣
の
先
端
は
、
世
界
平
和
の
願
い
を
天
に
示
し
て
い
る
の
じ
ゃ
。 

 「
そ
れ
が
こ
の
『
活
人
剣
』
な
の
ね
？
」 

 
 



十
九
． 

そ
う
じ
ゃ
。 

だ
か
ら
、
可
睡
齋
へ
参
拝
の
時
は
、
ぜ
ひ
眺
め
の
良
い
明
治
の
活
人
剣
碑
の
場
所
に
も
足
を

延
ば
し
て
ほ
し
い
の
じ
ゃ
。
そ
し
て
、
お
互
い
の
国
と
人
々
の
た
め
に
尽
く
し
た
佐
藤
進
博
士

は

く

し

と

李
鴻
章

り
こ
う
し
ょ
う

大
臣
、
さ
ら
に
は
、
世
界
平
和
を
願
っ
た
日
置
斎
主
の
思
い
に
も
触
れ
て
み
て
ほ
し
い
。

明
治
の
活
人
剣
は
武
器
へ
と
変
わ
っ
た
。
誰
に
も
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
…
。 

 

平
成
の
活
人
剣
碑
。 

山
門
横
で
は
心
を
新
た
に
、
遠
く
か
ら
、
ま
た
近
く
か
ら
、
こ
れ
を
静
か
に
眺
め
て
欲
し
い
。 

 
活
人
剣
碑
は
象
徴
じ
ゃ
。 

本
当
の
活
人
剣
。
そ
れ
は
、
み
な
の
心
の
中
に
あ
る
。 

「
え
っ
？ 

わ
た
し
た
ち
の
心
の
中
？
」 

 

そ
う
、
活
人
剣
は
、
一
人
一
人
、
心
の
中
に
あ
る
の
じ
ゃ
。 

心
の
活
人
剣
を
ど
う
活
か
し
て
ゆ
く
か
…
。 

 

よ
い
か
な
？ 

そ
れ
は
あ
な
た
の
心
が
決
め
て
ゆ
く
の
じ
ゃ
…
。 

 



 
 

               

お
わ
り 


