
武
士
と
剣
の
実
像
求
め
て

ひ
と
く
ち
に
武
士
だ
の
侍
だ
の
と
わ
か

っ
た
風
に
人
は
い
う
が
、
本
当
は
い
か
な

る
存
在
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
実
像
に
真
正

面
か
ら
迫
ろ
う
と
し
た
著
者
・
好
村
兼
一

氏
（
58
歳
）
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
作
品
は
、

こ
れ
ま
で
の
時
代
小
説
に
は
見
ら
れ
な
い

繊
細
性
と
電
撃
性
で
読
者
の
胸
倉
を
韵
む
。

表
紙
帯
に
縄
田
一
男
氏
が
「
時
代
小
説
の

新
し
い
風
が
心
地
よ
く
頬
を
打
つ
…
。
本

書
と
の
出
会
い
は
ま
さ
に
事
件
で
あ
る
」

と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
額
面
通
り
受

け
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
著
者
自
身
が
円
熟
し
つ
つ
あ
る

剣
道
教
士
八
段
で
あ
り
、
真
剣
で
の
居
合

道
稽
古
も
積
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
竹
刀
稽

古
、
木
刀
形
稽
古
に
加
え
、
そ
の
原
点
で

あ
る
日
本
刀
を
日
々
取
り
扱
い
、
始
末
し

て
い
る
著
者
に
し
て
初
め
て
着
想
さ
れ
る

プ
ロ
ッ
ト
だ
。
小
説
の
主
人
公
・
宍
倉
六

左
衛
門
は
61
年
の
生
涯
を
あ
る
日
、
パ
タ

と
閉
じ
る
。
意
表
を
衝
く
結
末
ま
で
に
巧

み
な
伏
線
が
張
ら
れ
、
最
後
の
１
ペ
ー
ジ

で
思
わ
ず
人
は
唸
る
。

１
本
の
鋭
利
な
金
属
で
あ
る
槍
、
剣
は
、

武
器
と
し
て
す
ぐ
れ
た
機
能
と
美
を
備

え
、
心
し
て
手
入
れ
所
持
す
る
人
間
の
魂

を
も
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
来
剣

を
「
神
聖
な
る
も
の
」
と
す
る
真
の
由
縁

は
、
単
に
所
持
す
る
人
間
の
あ
り
よ
う
を

超
え
、
そ
れ
は
天
地
を
結
ぶ
宇
宙
原
理
の

一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
著
者
は
喝

破
す
る
の
で
あ
る
。
木
刀
や
竹
刀
で
は
、

こ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。

新

刊

紹

介

恐
ら
く
日
本
刀
に
限
ら
ず
、
古
今
東
西

で
作
ら
れ
使
用
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
刀
剣

す
べ
て
に
共
通
す
る
「
神
聖
性
」
が
、
六

左
衛
門
の
出
来
事
で
ひ
ょ
い
と
明
ら
か
に

な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
こ
れ
は
ま
さ

に
大
事
件
な
の
で
あ
る
。
著
者
は
易
の
卦

「
天
雷
无
妄

て
ん
ら
い
む
ぼ
う

」（
あ
り
の
ま
ま
の
天
に
対
し
、

人
間
の
作
為
は
い
ら
ぬ
）
と
い
う
言
葉
を

好
む
、
と
「
あ
と
が
き
」
に
書
く
。
こ
れ

を
い
い
た
い
が
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
長
く

剣
道
を
続
け
、
い
ま
ご
ろ
作
家
と
な
っ
た

著
者
の
人
生
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
、
も
う

し
ょ
う
が
な

い
の
で
あ
ろ

う
。著

者
は
フ

ラ
ン
ス
に
永

住
し
て
お

り
、
本
人
の

信
仰
心
は
な

ん
で
あ
れ
、

周
囲
の
建
造

物
、
慣
習
、

暦
、
行
事
、
政
治
経
済
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と

キ
リ
ス
ト
教
と
反
・
異
端
、
キ
リ
ス
ト
教
、

そ
し
て
同
じ
一
神
教
の
イ
ス
ラ
ム
教
同
士

の
現
在
進
行
形
・
葛
藤
劇
場
に
生
き
て
き

た
。
そ
れ
故
な
の
か
、
本
書
に
登
場
す
る

「
島
原
の
乱
」
の
指
導
者
・
キ
リ
シ
タ
ン

天
草
四
郎
の
姿
、
思
考
、
言
動
、
そ
れ
を

弾
圧
、
抹
殺
す
る
江
戸
幕
府
体
制
と
の
観

戦
記
風
記
述
は
、
一
般
の
日
本
人
作
家
で

は
と
う
て
い
描
き
切
れ
な
い
真
実
味
と
脚

色
が
あ
る
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
侍
生
活
の
実
情

を
丹
念
に
考
証
す
る
著
者
の
目
は
、
極
め

て
冷
静
で
客
観
的
だ
。
か
つ
て
作
家
・
故

堀
田
善
衛
氏
が
ス
ペ
イ
ン
に
一
時
移
住

し
、
膨
大
な
資
料
と
取
り
組
み
、『
定
家

名
月
記
私
抄
』（
新
潮
社
）
を
著
し
た
が
、

平
安
貴
族
階
層
の
生
活
が
、
い
か
に
ま
が

ま
が
し
き
似
非

え

せ

優
雅
で
あ
っ
た
か
、
と
の

内
容
も
思
い
出
さ
れ
る
。「
外
に
い
て
か

え
っ
て
、
日
本
人
が
、
日
本
の
歴
史
が
、

よ
く
見
え
る
」
と
い
う
氏
の
言
葉
が
、
い

ま
の
好
村
氏
に
も
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

六
左
衛
門

が
「
61
歳
」

と
い
う
年
齢

で
没
す
る
の

は
、
著
者
の

あ
る
意
図
が

秘
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な

わ
ち
、
団
塊

世
代
が
還
暦

定
年
を
迎
え

る
昨
今
、
か
つ
て
の
武
士
階
級
層
は
、
現

代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
公
務
員
に
な
ぞ
ら

え
る
と
い
う
暗
示
な
の
だ
。
藩
が
崩
壊
す

る
こ
と
は
、
つ
ま
り
会
社
倒
産
、
自
治
体

破
産
。
幕
府
、
役
人
腐
敗
は
今
日
の
行
政

府
破
局
で
あ
り
、
個
人
的
な
リ
ス
ト
ラ
、

失
職
は
こ
れ
浪
人
生
活
、
ホ
ー
ム
レ
ス
な

の
で
あ
る
。

侍
は
誇
り
を
失
う
ま
い
と
す
る
一
方
、

糧
を
求
め
て
ど
ろ
ど
ろ
の
労
苦
に
さ
い
な

ま
れ
る
構
造
、
昔
も
い
ま
も
変
わ
ら
な
い
。

著
者
自
身
も
団
塊
の
世
代
で
あ
り
、
ま
た

大
学
時
代
に
日
本
を
離
れ
、
異
邦
の
地
で

弧
絶
し
た
魂
を
抱
え
た
経
験
が
、
遠
く
昔

の
戦
闘
な
き
鎖
国
社
会
と
侍
た
ち
の
屈
折

し
た
姿
を
、
か
く
も
リ
ア
ル
に
穿
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

本
書
出
版
の
少
し
前
、
あ
の
『
ノ
ル
ウ

ェ
イ
の
森
』
の
著
者
・
村
上
春
樹
氏
が

『
走
る
こ
と
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
僕
の

語
る
こ
と
』（
文
芸
春
秋
社
）
と
い
う
自

伝
を
書
き
下
ろ
し
た
。
新
聞
書
評
に
は

「
い
ま
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
一
番
近
い
日

本
人
作
家
」
と
も
あ
る
が
、
作
家
で
あ
り

同
時
に
セ
ミ
プ
ロ
級
の
長
距
離
ラ
ン
ナ
ー

で
あ
る
本
人
、
58
歳
ま
で
の
人
生
を
初
め

て
率
直
に
振
り
返
っ
た
ル
ポ
で
あ
る
。

多
く
の
村
上
フ
ア
ン
は
、
彼
が
こ
こ
ま

で
真
剣
に
毎
日
走
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
。「
書
く
こ
と
と
、
走
る
こ
と
は
一
体

で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
ま
ま
の
告
白
に
仰

天
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
好
村
兼
一

氏
の
「
天
雷
无
妄

て
ん
ら
い
む
ぼ
う

」
と
い
う
言
葉
が
村
上

春
樹
氏
の
近
刊
で
そ
の
ま
ま
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
き
、
な
に
か
人

類
の
普
遍
性
が
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
。

同
年
齢
の
文
士
、
剣
士
の
２
人
は
あ
た

か
も
こ
う
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
現
代
日

本
の
「
侍
」
や
「
文
武
両
道
」
と
は
、
つ

ま
り
広
く
世
界
に
触
れ
る
不
安
と
緊
張
の

中
で
、
そ
の
仕
事
は
な
ん
で
あ
れ
、
い
か

よ
う
よ
う
で
あ
れ
、
無
心
に
辛
抱
強
く
一

所
懸
命
で
あ
れ
ば
み
な
善
し
、
と
。
そ
れ

を
響
き
（
サ
ウ
ン
ド
）
か
ら
理
念
（
イ
デ

ー
）
へ
と
昇
華
さ
せ
る
た
め
、
２
人
に
は

こ
れ
ま
で
通
り
さ
ら
に
普
通
に
無
駄
な
く

働
い
て
欲
し
い
の
だ
。

（
鴨
）
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