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研
究
論
文恋

闕
へ
の
ま
な
ざ
し

︱
︱
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
と
一
九
六
〇
年
代
三
島
由
紀
夫
作
品
の
比
較
研
究

渡
部
宏
樹

一
　
は
じ
め
に
︱
︱
な
ぜ
﹃
刀と

う

剣け
ん

乱ら
ん

舞ぶ

﹄
が
重
要
な
の
か
？

　
ブ
ラ
ウ
ザ
・
ゲ
ー
ム
と
し
て
発
表
さ
れ
た
﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E
﹄

（
二
〇
一
五
年
）
は
︑
漫
画
・
ア
ニ
メ
・
映
画
な
ど
の
関
連
作
品
が
次
々
と
制
作

さ
れ
︑
絶
大
な
人
気
を
博
し
て
い
る
︒
日
本
社
会
で
日
本
刀
ブ
ー
ム
を
引
き
起

こ
し
︑
若
い
女
性
が
日
本
刀
を
鑑
賞
し
に
博
物
館
に
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
も
報
道
さ
れ
て
い
る（

1
）

︒﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
に
お
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
役
割
は
審さ

に

わ
神
者
と
呼
ば
れ
る
︒
審
神
者
に
は
日
本
刀
の
付
喪
神
が
持
っ
て
い

る
思
い
を
具
現
化
す
る
力
が
あ
り
︑
審
神
者
に
よ
っ
て
人
の
形
を
与
え
ら
れ
た

刀
の
付
喪
神
は
﹁
刀
剣
男
士
﹂
と
な
る
︒
審
神
者
は
﹁
時
の
政
府
﹂
の
命
に

従
っ
て
刀
剣
男
士
た
ち
を
率
い
︑
歴
史
の
改
変
を
目
論
む
﹁
歴
史
修
正
主
義

者
﹂
と
呼
ば
れ
る
正
体
不
明
の
敵
と
戦
う
と
い
う
の
が
同
ゲ
ー
ム
の
世
界
設
定

で
あ
る（

2
）

︒
多
メ
デ
ィ
ア
展
開
に
成
功
し
て
い
る
が
︑
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
に
か
か

わ
ら
ず
こ
の
設
定
は
共
通
し
て
い
る
︒

　﹁
歴
史
修
正
主
義
者
﹂
と
の
戦
い
が
メ
イ
ン
プ
ロ
ッ
ト
に
設
定
さ
れ
て
い
る

が
︑﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
を
実
際
に
プ
レ
イ
す
る
と
戦
闘
は
そ
れ
ほ
ど
重

要
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
六
人
の
刀
剣
男
士
を
選
び
︑
装
備
を
整
え
︑
時

間
遡
行
軍
と
戦
う
戦
場
に
送
り
出
し
た
あ
と
は
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
操
作
を
ほ
と

ん
ど
受
け
付
け
ず
戦
闘
の
結
果
は
自
動
で
決
ま
る
︒
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
操
作
に
習

熟
す
る
必
要
が
あ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
性
や
︑
状
況
に
応
じ
て
作
戦
を
練
る
戦
略
性

は
必
要
と
さ
れ
な
い
︒
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　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
に
お
い
て
は
︑
刀
剣
男
士
た
ち
が
鑑
賞
者
に
向
け
る

強
い
感
情
こ
そ
が
快
楽
の
源
で
あ
る
︒
刀
剣
男
士
た
ち
は
元
の
刀
の
持
ち
主
で

あ
る
歴
史
上
の
人
物
に
対
し
て
複
雑
な
感
情
を
持
っ
て
お
り
︑
こ
れ
を
プ
レ
イ

ヤ
ー
=
審
神
者
に
対
す
る
強
い
忠
誠
心
と
し
て
向
け
直
す
︒
ゲ
ー
ム
中
で
一
定

の
条
件
を
満
た
す
と
発
生
す
る
刀
剣
男
士
同
士
の
会
話
の
う
ち
︑
へ
し
切
長
谷

部
と
巴
型
薙
刀
︹
図
1
︺（
七
七
頁
）
の
会
話
を
例
に
見
て
み
よ
う
︒

へ
し
切
長
谷
部 

:
巴
形
と
い
っ
た
な
︒
貴
様
︑
何
を
企
ん
で
い
る
！

巴
形
薙
刀
:
企
み
？
　
何
の
こ
と
だ

へ
し
切
長
谷
部
: 

貴
様
︑
顕
現
し
て
か
ら
主
の
側
に
べ
っ
た
り
で
は
な
い

か
！

巴
形
薙
刀 

: 

な
る
ほ
ど
︑
素
性
の
わ
か
ら
ぬ
刀
剣
が
主
の
す
ぐ
側
に

い
る
の
は
気
に
食
わ
ぬ
か

へ
し
切
長
谷
部
: 

あ
ぁ
︒
俺
は
お
前
の
こ
と
を
信
用
し
き
れ
て
い
な
い
の

で
な

巴
形
薙
刀
: 

長
谷
部
︒
逸
話
を
持
た
ぬ
俺
は
︑
今
代
の
主
し
か
い
な

い
の
だ
︒
だ
が
お
前
は
そ
う
で
は
な
か
ろ
う

へ
し
切
長
谷
部
:
︙
︙
だ
か
ら
？

巴
形
薙
刀
:
譲
れ

へ
し
切
長
谷
部
: 

断
る
！
　
︙
︙
コ
ホ
ン
︑
そ
れ
に
︑
そ
れ
は
俺
で
は
な

く
主
が
決
め
る
こ
と
だ（

3
）

　
へ
し
切
長
谷
部
︹
図
1
右
︺
は
南
北
朝
時
代
の
刀
匠
長
谷
部
国
重
に
よ
る
打

刀
で
あ
り
︑
織
田
信
長
が
自
分
に
対
し
て
無
礼
を
働
い
た
茶
坊
主
を
隠
れ
た
膳

棚
ご
と
圧
し
切
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
︒
信
長
の
狼
藉
が
も
と
で
黒
田

家
に
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
た
め
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
い

て
は
︑
へ
し
切
長
谷
部
は
信
長
に
対
し
て
複
雑
な
感
情
を
抱
い
て
い
る（

4
）

︒
一
方

で
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
に
対
し
て
は
強
い
忠
誠
心
を
示
し
︑
そ
の
名
の
由
来

と
な
っ
た
故
事
が
戦
場
で
の
功
名
で
は
な
い
た
め
︑
主
の
た
め
で
あ
れ
ば
汚
れ

仕
事
も
厭
わ
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
会
話
の
中

で
︑﹁
顕
現
し
て
か
ら
主
の
側
に
べ
っ
た
り
﹂
の
巴
形
薙
刀
︹
図
1
左
︺
へ
の

へ
し
切
長
谷
部
の
嫉
妬
の
背
景
と
し
て
︑
こ
う
い
っ
た
文
脈
が
与
え
ら
れ
て
い

る
︒
へ
し
切
長
谷
部
が
個
別
の
刀
の
付
喪
神
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
巴
型
薙
刀

は
女
武
者
巴
御
前
に
ち
な
ん
で
後
世
に
お
い
て
﹁
巴
型
﹂
と
分
類
さ
れ
た
形
状

の
薙
刀
の
集
合
的
な
付
喪
神
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
巴
型
薙
刀
は
﹁
逸
話
を
持

た
﹂
ず
﹁
今
代
の
主
し
か
﹂
い
な
い
た
め
︑
へ
し
切
長
谷
部
に
﹁
譲
れ
﹂
と
主

張
す
る
︒
最
終
的
に
﹁
そ
れ
は
俺
で
は
な
く
主
が
決
め
る
こ
と
だ
﹂
と
い
う
発

言
に
よ
っ
て
︑
両
者
か
ら
向
け
ら
れ
る
思
慕
の
情
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か

の
決
定
権
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う

に
刀
剣
男
士
た
ち
は
歴
史
上
の
彼
ら
の
所
有
者
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
情

を
持
ち
つ
つ
も
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
に
は
強
い
忠
誠
心
と
思
慕
を
向
け
る

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
恋
愛
に
も
似
た
感
情
を
向
け
ら
れ
る
作
品
と
言
え
ば
︑
三
島
由
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紀
夫
の
短
編
小
説
﹁
英
霊
の
聲
﹂
が
想
起
さ
れ
る
︒
こ
の
連
想
は
突
飛
に
聞
こ

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
は
審
神
者
に
よ
っ
て
二
・
二
六
事
件

の
蹶
起
将
校
と
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
特
攻
兵
の
英
霊
が
呼
び
出
さ
れ
る
と

い
う
プ
ロ
ッ
ト
の
作
品
で
あ
り
︑
審
神
者
と
い
う
用
語
や
情
念
を
召
喚
す
る
と

い
う
ア
イ
デ
ア
を
使
っ
て
い
る
点
で
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
は
﹁
英
霊
の

聲
﹂
の
影
響
下
に
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
お
い
て
は
蹶
起
将
校

や
特
攻
兵
が
裕
仁
を
呪
詛
し
︑
そ
の
憎
し
み
は
へ
し
切
り
長
谷
部
と
巴
形
薙
刀

が
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
を
め
ぐ
っ
て
鞘
当
て
を
す
る
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
多
幸

的
な
空
間
と
は
真
逆
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
の
強
い
憎
し
み
の

背
後
に
は
天
皇
に
対
す
る
強
い
恋
愛
に
も
似
た
忠
誠
心
が
あ
る
︒﹁
英
霊
の

聲
﹂
に
お
い
て
蹶
起
将
校
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

恋
し
て
︑
恋
し
て
︑
恋
し
て
︑
恋
狂
い
に
恋
し
奉
れ
ば
よ
い
の
だ
︒
ど
の

よ
う
な
一
方
的
な
恋
も
︑
そ
の
至
純
︑
そ
の
熱
度
に
い
つ
は
り
が
な
け
れ

ば
︑
必
ず
陛
下
は
御
嘉
納
あ
ら
せ
ら
れ
る
︒
陛
下
は
か
く
も
お
ん
憐
れ
み

深
く
︑
か
っ
く
も
寛
仁
︑
か
く
も
た
を
や
か
に
ま
し
ま
す
か
ら
だ
︒
そ
れ

こ
そ
は
す
め
ろ
ぎ
の
神
に
ま
し
ま
す
所
以
だ（

5
）

︒

　
蹶
起
将
校
や
特
攻
兵
た
ち
の
忠
誠
心
は
︑
封
建
社
会
に
お
け
る
御
恩
と
奉
公

の
よ
う
な
利
害
関
係
を
前
提
に
し
た
主
従
関
係
と
も
︑
明
治
以
降
の
国
家
統
合

の
装
置
と
し
て
の
近
代
天
皇
制
の
現
実
と
も
異
な
る
︒
三
島
が
描
き
出
す
天
皇

図１　回想其の47「命を果たすのは俺だ」（『刀剣乱舞ONLINE』より）
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制
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
何
よ
り
も
︑﹁
そ
の
至
純
︑
そ
の
熱
度
に
い
つ
は
り
﹂

が
な
い
天
皇
に
対
す
る
﹁
一
方
的
な
恋
﹂
が
前
提
と
し
て
存
在
し
︑
そ
の
恋
に

し
た
が
っ
て
将
校
た
ち
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
特
攻
兵
た
ち
は
米
軍
の
戦
艦

に
突
撃
し
た
︒
し
か
し
︑
実
際
の
日
本
史
に
お
い
て
裕
仁
が
人
間
宣
言
を
し
た

こ
と
で
彼
ら
の
死
の
意
味
が
変
質
し
た
た
め
︑﹁
恋
狂
い
に
恋
し
奉
﹂
る
忠
誠

心
は
強
い
憎
悪
へ
と
変
化
し
た
︒
忠
誠
が
裏
切
ら
れ
た
反
作
用
と
し
て
の
強
い

呪
詛
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
天
皇
に
対
す
る
恋
愛
に
も
似
た
強
い
忠
誠
心
は
﹁
恋れ
ん

闕け
つ

﹂
と
呼

ば
れ
る
︒
三
島
は
山
本
常
朝
が
武
士
と
し
て
の
心
得
を
口
述
し
た
書
物
﹃
葉

隠
﹄
を
解
説
し
た
﹃
葉
隠
入
門
﹄（
初
出
一
九
六
七
年
）
の
中
で
恋
闕
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
︒

し
か
し
日
本
で
は
極
端
に
い
う
と
国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
︒
女
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
も
し
女
あ
る
い
は

若
衆
に
対
す
る
愛
が
︑
純
一
無
垢
な
も
の
に
な
る
と
き
は
︑
そ
れ
は
主
君

に
対
す
る
忠
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ

ペ
ー
を
峻
別
し
な
い
と
こ
ろ
の
恋
愛
観
念
は
︑
幕
末
に
は
﹁
恋
闕
の
情
﹂

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
︑
天
皇
崇
拝
の
感
情
的
基
盤
を
な
し
た
︒
い
ま
や
︑

戦
前
的
天
皇
制
は
崩
壊
し
た
が
︑
日
本
人
の
精
神
構
造
の
中
に
あ
る
恋
愛

観
念
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
崩
壊
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い（

6
）

︒

　
こ
こ
で
三
島
が
論
じ
る
恋
闕
は
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い

る
の
は
も
ち
ろ
ん
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
け
る
刀
剣
男
士
た
ち
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
=

審
神
者
に
向
け
る
感
情
に
も
似
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
世
界
で
は
︑

﹁
時
の
政
府
﹂
の
姿
は
具
体
的
に
描
き
出
さ
れ
な
い
た
め
﹁
国
を
愛
す
る
﹂
こ

と
は
成
立
せ
ず
︑
男
性
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
し
か
登
場
し
な
い
た
め
﹁
女
を
愛
す

る
﹂
こ
と
も
な
い
︒
刀
剣
男
士
た
ち
の
﹁
主
君
に
対
す
る
忠
﹂
の
み
が
存
在
し
︑

刀
剣
男
士
た
ち
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
が
決
し
て
恋
愛
や

性
愛
に
は
向
か
わ
な
い
点
で
︑﹁
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
を
峻
別
し
な
い
と
こ

ろ
の
恋
愛
観
念
﹂
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
が
絶

大
な
人
気
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
三
島
の
﹁
日
本
人
の
精
神
構
造

の
中
に
あ
る
恋
愛
観
念
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
崩
壊
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
﹂

と
い
う
同
意
し
難
い
記
述
も
再
検
討
の
余
地
が
見
え
て
く
る
︒

二
　
本
稿
の
構
成
と
方
法
論

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
︑
恋
闕
と
い
う
点
で
類
似
し
た
感
情
の

構
造
を
持
つ
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品
と
一
九
六
〇
年
代
の
三
島
作
品
を
比
較

検
討
す
る
︒
ま
ず
﹁
三
　
ま
な
ざ
し
の
理
論
﹂
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
異
な
る
メ

デ
ィ
ア
の
様
々
な
作
品
群
を
共
通
の
枠
組
み
で
分
析
す
る
た
め
に
︑
映
画
研
究

に
お
け
る
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
の
﹁
男
性
の
ま
な
ざ
し
（m

ale gaze

）﹂
論
が

ゲ
ー
ム
研
究
に
ど
の
よ
う
に
応
用
さ
れ
て
き
た
か
を
追
い
︑
本
稿
の
議
論
に
援
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用
で
き
る
形
に
一
般
化
す
る
︒
次
に
︑﹁
四
　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
に
お
け
る

ま
な
ざ
し
の
構
造
﹂
で
は
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品
が
女
性
の
主
体
を
前
提

と
し
た
﹁
女
性
の
ま
な
ざ
し
﹂
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
︑
映
画
理
論
と
異
な

り
作
品
世
界
内
で
観
客
が
同
一
化
す
る
人
格
的
表
象
が
最
小
限
に
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
︒
次
に
︑﹁
五
　
三
島
由
紀
夫
作
品
に
お
け
る
ま
な
ざ

し
の
構
造
﹂
で
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
同
様
に
恋
闕
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
︑
小
説

﹁
英
霊
の
聲
﹂
と
小
説
な
ら
び
に
映
画
﹁
憂
国
﹂
を
検
討
す
る
︒
こ
れ
ら
の
三

島
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
一
方
向
的
な
﹁
男
性
の
ま
な
ざ

し
﹂
と
異
な
り
︑
三
島
に
と
っ
て
は
超
越
的
な
天
皇
に
よ
る
ま
な
ざ
し
返
し
が

君
臣
合
一
と
い
う
理
想
に
至
る
条
件
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
︒
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑﹁
六
　
顔
の
な
い
三
島
由
紀
夫
と

透
明
化
さ
れ
る
審
神
者
﹂
で
は
︑
三
島
作
品
な
ら
び
に
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
い

て
作
品
世
界
へ
没
入
す
る
た
め
の
同
一
化
の
対
象
と
な
る
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
表
象

が
最
小
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
議
論
す
る
︒
三
島
の
評
論
﹁
文
化
防
衛

論
﹂
に
お
け
る
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
を
補
助
線
と
し
て
利
用
し
︑
両

者
に
お
け
る
快
楽
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
︒

三
　
ま
な
ざ
し
の
理
論

　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
は
漫
画
︑
ア
ニ
メ
︑
映
画
︑
舞
台
︑
ゲ
ー
ム
と
さ
ま

ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
上
で
発
表
さ
れ
て
お
り
︑
本
稿
が
対
象
と
す
る
一
九
六
〇
年

代
の
三
島
作
品
も
小
説
だ
け
で
な
く
映
画
作
品
を
含
む
︒
特
定
の
メ
デ
ィ
ア
の

特
性
を
前
提
に
し
て
こ
れ
ら
諸
作
品
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
︑

観
客
と
作
品
内
に
お
け
る
人
格
的
表
象
と
の
ま
な
ざ
し
の
構
造
に
注
目
す
る
こ

と
で
メ
デ
ィ
ア
の
境
界
に
縛
ら
れ
な
い
議
論
を
行
う
︒
そ
の
た
め
の
理
論
的
準

備
と
し
て
︑
本
節
で
は
映
画
理
論
に
お
け
る
﹁
男
性
の
ま
な
ざ
し
﹂
論
を
ま
と

め
︑
そ
の
上
で
こ
の
議
論
が
映
画
の
隣
接
領
域
で
あ
る
ゲ
ー
ム
研
究
に
ど
の
よ

う
に
流
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
︒

　
映
画
研
究
に
お
い
て
マ
ル
ヴ
ィ
の
﹁
男
性
の
ま
な
ざ
し
（m

ale gaze

）﹂
は

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
映
画
理
論
の
進
展
に
寄
与
し
︑
映
画
研
究
以
外
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
た
︒
マ
ル
ヴ
ィ
は
精
神
分
析
を
援
用
し
て
︑
女
性
を
見
ら
れ
る
対
象

と
し
て
客
体
化
し
︑
男
性
が
そ
の
女
性
を
欲
望
の
対
象
と
し
て
ま
な
ざ
す
と
い

う
構
造
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
物
語
映
画
の
中
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
議
論

し
た
︒
実
際
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
観
客
の
性
的
自
認
は
多
様
だ
が
︑
作
品
世

界
内
を
自
由
に
動
き
回
る
男
性
主
人
公
を
見
る
こ
と
で
︑
観
客
す
な
わ
ち
﹁
阻

害
さ
れ
た
主
体
が
そ
の
想
像
界
的
存
在
と
し
て
の
自
身
の
表
象
を
内
在
化
し
た

場
と
な
る
鏡
像
認
知
に
画
面
が
対
応（

7
）

﹂
し
︑
こ
の
男
性
主
人
公
が
﹁
も
と
も
と

記
号
表
現
し
た
（
去
勢
）
不
安
を
常
に
喚
起
す
る
脅
威
的
存
在（

8
）

﹂
で
あ
る
女
性

と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
︒
マ
ル
ヴ
ィ
に
よ

れ
ば
去
勢
不
安
か
ら
逃
れ
る
方
法
に
は
二
つ
の
道
筋
が
あ
り
︑
女
性
の
神
秘
性

を
剥
ぎ
取
ろ
う
と
い
う
方
向
に
向
か
い
窃
視
症
（voyeurism

）
と
な
る
場
合
と
︑

表
象
さ
れ
た
女
性
そ
の
も
の
を
呪
物
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
視
覚
快
楽
嗜
好
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（scopophilia

）
に
着
地
す
る
場
合
と
が
あ
る（

9
）

︒

　
精
神
分
析
の
用
語
を
で
き
る
だ
け
排
し
て
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
の
要
点
を
ま

と
め
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
︒
ま
ず
︑
観
客
は
映
画
の
作
品
世
界
中
を
自
由

に
移
動
す
る
男
性
主
人
公
に
対
し
て
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
こ

の
男
性
主
人
公
が
自
由
に
三
次
元
空
間
を
動
き
回
り
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
主
体

的
な
働
き
か
け
を
で
き
る
と
い
う
事
実
が
︑
観
客
に
全
能
的
な
快
楽
を
与
え
て

く
れ
る
か
ら
だ
︒
そ
の
男
性
主
人
公
に
と
っ
て
︑
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
る
女
性
は
本

質
的
に
は
自
分
と
違
う
存
在
で
あ
り
︑
不
安
を
招
く
も
の
で
あ
る
︒
男
性
主
人

公
は
こ
の
不
安
を
無
視
す
る
た
め
に
︑
女
性
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
不
安
を
隠

蔽
す
る
（
窃
視
症
）
か
︑
あ
る
い
は
対
象
と
な
る
女
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て
充

足
的
・
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
崇
拝
す
る
（
視
覚
快
楽
嗜
好
）
か
と
い
う
二
種

類
の
や
り
方
で
対
処
す
る
︒

　
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
の
中
に
は
二
種
類
の
異
な
る
ま
な
ざ
し
が
存
在
す
る
︒
こ

の
二
つ
の
ま
な
ざ
し
を
本
論
で
は
次
の
よ
う
に
名
付
け
区
別
す
る
︒

ま
な
ざ
し
A
:
作
品
世
界
外
の
観
客
が
作
品
世
界
内
全
体
に
対
し
て
向
け

る
認
知
︒
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
に
よ
っ
て
︑
観
客
は
読
者
や
プ
レ
イ
ヤ
ー
と

な
り
う
る
︒
定
義
上
︑
ま
な
ざ
し
A
は
常
に
作
品
世
界
に
対
し
て
向
け
ら

れ
て
い
る
︒

ま
な
ざ
し
B
:
観
客
が
同
一
化
の
対
象
と
す
る
作
品
世
界
内
に
お
け
る
人

格
的
表
象
が
︑
欲
望
の
対
象
と
な
る
作
品
世
界
内
の
他
の
人
格
的
表
象
に

む
け
る
認
知
︒

　
こ
の
区
分
に
則
る
と
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
は
観
客
の
ま
な
ざ
し
A
を
作
品
世

界
内
の
ま
な
ざ
し
B
と
区
別
で
き
な
く
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
効
果
を
批
判
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
︹
図
2
︺（
八
一
頁
）︒
マ
ル
ヴ
ィ

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
の
批
判
の
要
素
を
除
け
ば
︑
ま
な
ざ
し
A
と
B
の

混
同
と
い
う
現
象
は
没
入
の
一
形
態
と
も
言
え
る
の
で
︑
こ
の
ま
な
ざ
し
の
区

分
は
︑
メ
デ
ィ
ア
の
種
別
に
か
か
わ
ら
ず
︑
映
画
以
外
の
ゲ
ー
ム
や
小
説
の
作

品
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
も
利
用
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
映
画
と
同
じ
く
ス
ク
リ
ー
ン
文
化
で
あ
る
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
も
︑
プ
レ
イ

ヤ
ー
が
作
品
内
で
操
作
す
る
ア
ヴ
ァ
タ
ー
を
通
し
て
作
品
世
界
と
関
わ
る
と
い

う
点
で
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
と
同
じ
よ
う
な
没
入
と
同
一
化
の
構
造
を
も
っ
て

い
る
︒
つ
ま
り
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
観
客
が
映
画
の
中
の
男
性
主
人
公
に
同
一

化
し
作
品
世
界
内
の
女
性
登
場
人
物
を
対
象
化
す
る
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
よ
う

に
︑
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
自
分
が
操
作
す
る
ア
ヴ
ァ
タ
ー
を
通
し
て
ゲ
ー

ム
内
の
他
の
表
象
を
観
察
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ゲ
ー
ム

や
パ
ズ
ル
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
人
間
の
表
象
が
中
心
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
ゲ
ー

ム
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
は
適
用
で
き
な
い
︒
一
方
︑
人

間
の
表
象
を
通
し
た
没
入
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
つ
ゲ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て

は
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
が
現
に
応
用
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
男
性
主
人
公
を
ア

ヴ
ァ
タ
ー
と
し
て
操
作
し
女
性
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
の
恋
愛
要
素
を
含
む
ロ
ー
ル
・
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プ
レ
イ
ン
グ
・
ゲ
ー
ム
で
あ
る
﹃
フ
ァ
イ
ナ
ル
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
IX
﹄（
二
〇
〇
〇

年
）
に
お
い
て
男
性
異
性
愛
者
以
外
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
没
入
が
妨
げ
ら
れ
て
い

る
と
す
る
議
論（

10
）

や
︑
女
性
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
と
し
て
表
現
さ
れ
る
﹃
ト
ゥ
ー
ム
レ

イ
ダ
ー
﹄（
一
九
九
六
年
）
の
主
人
公
ラ
ラ
・
ク
ラ
フ
ト
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
の

観
点
か
ら
論
じ
る
研
究（

11
）

な
ど
が
︑
マ
ル
ヴ
ィ
を
援
用
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
︒

　
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
ま
な
ざ
し
A
が
作
品
世
界
内
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
性
的
ま
な
ざ

し
B
へ
と
変
換
さ
れ
る
と
い
う
議
論
を
す
る
以
上
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
は
プ
レ

イ
ヤ
ー
が
人
間
の
表
象
を
ア
ヴ
ァ
タ
ー
と
し
て
操
作
し
別
の
人
間
の
表
象
と
関

わ
る
ゲ
ー
ム
・
ジ
ャ
ン
ル
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
特
徴
を
有
し
た
最

も
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
は
恋
愛
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
（dating sim

）
で

あ
る
︒
恋
愛
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
攻
略
対
象
た
る
人
物
が

映
画
と
同
様
の
矩
形
の
画
面
上
に
大
き
く
配
さ
れ
︑
彼
ら
／
彼
女
ら
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
プ
レ
イ
の
快
楽
を
引
き
起
こ
す
︒
こ
の
点
で
マ
ル
ヴ
ィ

の
男
性
の
ま
な
ざ
し
と
同
じ
よ
う
な
視
覚
的
快
楽
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
埋
め
込
ま

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ラ
フ
は
マ
ル
ヴ
ィ
の
ま
な
ざ
し
論
を
援
用

す
る
こ
と
で
ゲ
ー
ム
の
中
の
異
性
愛
男
性
主
義
を
指
摘
し
︑
そ
れ
以
外
の
多
様

な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
開
く
こ
と
を
主
張
す
る（

12
）

︒
こ
れ
は
︑
向
江
駿
佑
が

指
摘
し
て
い
る
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
表
象
の
問
題
を
批
判
す
る
と
い
う

北
米
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
研
究
動
向
の
典
型
例
で
あ
る（

13
）

︒
少
な
く
と
も
ク

ラ
フ
は
ま
な
ざ
し
A
が
同
一
化
を
経
て
ま
な
ざ
し
B
と
重
な
り
合
う
と
い
う
構

造
自
体
を
疑
問
視
し
て
お
ら
ず
︑
映
画
と
ゲ
ー
ム
に
共
通
す
る
矩
形
の
画
面
の

図2　マルヴィの「男性のまなざし」
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中
で
人
間
の
表
象
と
関
連
づ
け
る
形
で
鑑
賞
を
行
う
と
い
う
視
覚
的
体
験
に
お

い
て
は
︑
ま
な
ざ
し
の
理
論
は
強
固
な
基
盤
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
︹
図

3
︺（
八
三
頁
）︒

四
　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
の
構
造

　﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
は
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
女
性
向

け
ゲ
ー
ム
﹂
と
し
て
の
典
型
的
な
特
徴
を
備
え
て
お
り
︑
こ
れ
は
﹃
刀
剣
乱

舞
﹄
作
品
群
全
体
に
通
底
し
た
も
の
で
あ
る
︒
キ
ム
は
日
本
に
お
け
る
﹁
女
性

向
け
ゲ
ー
ム
﹂
の
特
徴
と
し
て
︑（
一
）
デ
ー
ト
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素

を
有
し
て
い
る
こ
と
︑（
二
）
ゲ
ー
ム
の
シ
ス
テ
ム
や
操
作
が
比
較
的
簡
素
で

あ
る
こ
と
︑（
三
）
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
展
開
を
し
て
い
る
こ
と
の
三
点
を
挙
げ

て
い
る（

14
）

︒（
二
）
な
ら
び
に
（
三
）
の
要
素
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
︒

一
方
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
で
は
異
性
愛
は
描
か
れ
な
い
た
め
︑（
一
）
の
要

素
を
満
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
し
か
し
︑
恋
愛
に
類
似
し
た
感
情
で

あ
る
恋
闕
を
用
い
︑
後
述
す
る
よ
う
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
仄
め
か
し
を
利
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
広
義
で
捉
え
れ
ば
（
一
）
も
満
た
し
て
い
る
︒
本
節
で
は
︑

先
述
の
ま
な
ざ
し
の
理
論
を
用
い
て
︑﹁
女
性
向
け
ゲ
ー
ム
﹂
と
し
て
始
ま
っ

た
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
全
体
が
︑
男
性
の
ま
な
ざ
し
を
反
転
さ
せ
た
﹁
女
性

の
ま
な
ざ
し
﹂
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

　
ま
ず
は
作
品
群
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
を
見
て

い
こ
う
︒
同
ゲ
ー
ム
を
提
供
す
るD

M
M

 G
AM

ES

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
同
作

を
﹁
戦
闘
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
ゲ
ー
ム
紹
介
の
項
目
で
は

﹁
刀
剣
育
成
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
﹂
と
な
っ
て
い
る（

15
）

︒
刀
剣
男
士
と
い

う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
収
集
し
資
源
を
投
入
し
て
育
て
る
過
程
が
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ

の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹃
プ
リ
ン
セ
ス
・
メ
ー

カ
ー
﹄
シ
リ
ー
ズ
（
一
九
九
一
年
︱
）
や
﹃
ダ
ー
ビ
ー
ス
タ
リ
オ
ン
﹄
シ
リ
ー

ズ
（
一
九
九
一
年
︱
）
と
い
っ
た
育
成
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
の
一
つ
の

変
形
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
育
成
の
シ
ス
テ
ム
が
丁
寧
に
作
り
込
ま
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
方
で
︑
個
々
の
刀
剣
男
士
の
視
覚
的
造
形
や
性
格

は
丹
念
に
作
り
込
ま
れ
︑
台
詞
が
声
優
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の

こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
同
作
が
女
性
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
訴
求
し
た
の
は
︑
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
︑
刀
剣
男
士
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
魅
力
に
よ
る
も

の
で
あ
る（

16
）

︒

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
魅
力
の
源
で
あ
る
こ
と
は
恋
愛
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー

ム
の
典
型
的
な
特
徴
で
あ
り
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
活
動
の
拠
点
と
す
る
﹁
本
丸
﹂

に
お
い
て
画
面
の
中
心
に
刀
剣
男
士
を
配
置
す
る
画
面
構
成
は
恋
愛
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
を
模
倣
し
て
い
る
︹
図
4
︺（
八
三
頁
）︒
プ
レ
イ
ヤ
ー
は

本
丸
で
側
近
を
務
め
る
刀
剣
男
士
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
︑
ロ
グ
イ
ン
し
た
り

ゲ
ー
ム
を
進
行
し
た
り
す
る
と
︑
本
丸
に
配
置
さ
れ
た
刀
剣
男
士
が
プ
レ
イ

ヤ
ー
=
審
神
者
に
対
し
て
話
し
か
け
︑
擬
似
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
︒
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図3　クラフの「女性のまなざし」

図4　本丸の画面構成（『刀剣乱舞ONLINE』より）
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男
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
図
像
が
異
性
愛
女
性
の
欲
望
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
戦
闘
の
場
面
で
よ
り
露
骨
に
提
示
さ
れ
る
︒
同
ゲ
ー
ム
の
戦
闘
の
際
に

は
︑
刀
剣
男
士
に
攻
撃
の
順
番
が
回
っ
て
く
る
と
︑
彼
ら
の
図
像
が
カ
ッ
ト
イ

ン
し
て
表
示
さ
れ
︑
同
時
に
声
優
に
よ
る
音
声
も
再
生
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
敵
の

攻
撃
を
受
け
た
際
に
も
刀
剣
男
士
の
図
像
が
表
示
さ
れ
︑
ダ
メ
ー
ジ
を
う
け
る

と
う
め
き
声
を
あ
げ
て
負
傷
し
た
半
裸
の
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る
︒
ク
ラ
フ
の
観

点
か
ら
す
る
と
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
は
半
裸
の
刀
剣
男
士
た
ち
が
主
に
異
性
愛
女

性
に
と
っ
て
の
欲
望
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
﹁
女
性
の
ま
な
ざ
し
﹂
は
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
の
も
う
一
つ

の
ゲ
ー
ム
作
品
で
あ
る
﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
に
も
見
て
取
れ
る
︒
二
〇
二
二
年

に
発
売
さ
れ
た
同
作
は
コ
ー
エ
ー
テ
ク
モ
ゲ
ー
ム
ス
が
開
発
し
て
い
る
﹁
無

双
﹂
シ
リ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
シ
リ
ー
ズ
の
一
作
で
あ
る
︒

﹁
無
双
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
一
対
一
で
複
雑
で
高
度
な
操
作
が
要
求
さ
れ
る
対
戦
格

闘
ゲ
ー
ム
と
は
異
な
り
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
操
作
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
多
く
の

雑
魚
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
薙
ぎ
倒
す
（
=
無
双
す
る
）
こ
と
が
ゲ
ー
ム
の
快
楽
の

中
心
で
あ
る
︒﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
以
前
に
三
国
志
や
日
本
の
戦
国
武
将
と

い
っ
た
歴
史
を
コ
ン
テ
ン
ツ
化
し
た
も
の
や
︑﹁
ガ
ン
ダ
ム
﹂﹁
ワ
ン
ピ
ー
ス
﹂

﹁
ゼ
ル
ダ
の
伝
説
﹂
と
い
っ
た
作
品
を
利
用
し
た
﹁
無
双
﹂
作
品
が
販
売
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
展
開
か
ら
も
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
利
用
し

た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
強
い
︒﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
も
こ
の
﹁
無

双
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
特
徴
を
有
し
︑
多
く
の
敵
を
倒
す
快
楽
を
重
視
す
る
た
め
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
操
作
も
簡
略
化
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹁
簡
単
モ
ー
ド
﹂
が
用
意

さ
れ
誰
に
で
も
ク
リ
ア
で
き
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
︒
操
作
す
る
プ
レ
イ
の
快

楽
と
い
う
よ
り
も
︑
や
は
り
刀
剣
男
士
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
体
が
快
楽
の

源
泉
で
あ
り
︑﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
で
は
本
稿
の
冒
頭
で
示
し
た
へ
し
切
り
長

谷
部
と
巴
形
薙
刀
の
や
り
と
り
の
よ
う
な
刀
剣
男
士
同
士
の
関
係
性
が
鑑
賞
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
︒

　
マ
ル
ヴ
ィ
や
ク
ラ
フ
の
議
論
と
比
較
す
る
と
︑﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
と

﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
両
作
品
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
を
図
像
的
に
表
象

し
な
い
点
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
で
は
プ

レ
イ
ヤ
ー
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
た
る
審
神
者
に
は
具
体
的
な
図
像
が
与
え
ら
れ
て
お

ら
ず
︑﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
で
は
そ
も
そ
も
敵
の
襲
撃
に
よ
っ
て
審
神
者
が
行

方
不
明
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
男
性
向
け
・
女
性
向
け
ど
ち
ら

の
場
合
で
も
日
本
の
恋
愛
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
一
般
的
な

こ
と
で
は
な
い
︒
マ
ル
ヴ
ィ
を
援
用
し
て
﹃
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ク
﹄
シ
リ
ー
ズ
な

ど
の
女
性
向
け
ゲ
ー
ム
を
論
じ
る
キ
ム
は
︑
同
一
化
の
対
象
と
し
て
の
少
女
漫

画
風
の
女
性
主
人
公
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
り（

17
）

︑
男
性
向
け

ゲ
ー
ム
で
も
で
き
る
だ
け
個
性
を
排
し
た
主
人
公
の
図
像
を
設
定
す
る
こ
と
が

慣
習
化
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
表
象
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
作
品
内
世

界
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
行
為
者
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
上
述

の
﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
の
本
丸
で
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
刀
剣
男
士
の
イ
メ
ー
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ジ
が
向
か
い
合
う
形
で
対
峙
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の

作
品
世
界
内
に
お
け
る
図
像
的
表
象
は
存
在
し
な
い
が
︑
映
画
論
の
用
語
を
援

用
す
る
な
ら
ば
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
の
主
観
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て
刀
剣
男
士
と

向
き
合
い
︑
刀
剣
男
士
の
図
像
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
作
品
世
界
内
の
審
神

者
と
し
て
刀
剣
男
士
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
の

本
丸
で
は
審
神
者
は
行
方
不
明
の
状
態
だ
が
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
物
語
の
外
部
か

ら
刀
剣
男
士
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
風
を
吹
か
せ
る
﹂
と
﹁
つ
つ

く
﹂
と
い
う
コ
マ
ン
ド
が
用
意
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
刀
剣
男
士
に
対
し
て

実
行
す
る
と
︑
彼
ら
は
行
方
不
明
の
審
神
者
の
気
配
を
感
じ
取
り
何
ら
か
の
反

応
を
見
せ
る
︒

　
し
た
が
っ
て
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
の
図
像
が
作
品
世
界
内
に
存
在
し
な

い
こ
と
は
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
能
動
性
を
否
定
し
た
り
作
品
世
界
へ
の
没
入
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
け
る
﹁
女
性
の
ま

な
ざ
し
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
欲
望
の
構
造
は
︑
シ
ス
テ
ム
面
で
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
特

権
的
能
動
性
と
物
語
面
で
の
受
動
性
の
二
層
構
造
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い

る
︒
ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
図
像
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
︑
本
稿
が
定
義
す
る
ま
な

ざ
し
B
が
最
小
化
さ
れ
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
ゲ
ー
ム
へ
の
関
わ
り
方
は
︑
ゲ
ー
ム

の
操
作
と
い
う
形
で
刀
剣
男
士
に
能
動
的
に
働
き
か
け
る
側
面
と
審
神
者
と
し

て
物
語
内
で
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
に
恋
闕
を
向
け
ら
れ
る
側
面
と
に
二
重
化
す
る
︒

　
刀
剣
男
士
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
て
ま
な
ざ
し
を
向
け
な
が
ら
︑
作

品
世
界
に
没
入
す
る
た
め
の
同
一
化
の
契
機
で
あ
る
審
神
者
の
表
象
を
透
明
化

す
る
こ
と
で
物
語
内
的
に
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
は
応
答
を
せ
ず
︑
も
っ
ぱ

ら
受
動
的
に
刀
剣
男
士
た
ち
が
向
け
る
恋
闕
を
浴
び
る
と
い
う
快
楽
の
構
造
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
ト
ラ
ン
ス
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ト
リ
ー
テ

リ
ン
グ
を
可
能
に
し
て
い
る
︒
ト
ラ
ン
ス
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ

と
は
日
本
語
の
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
に
相
当
す
る
言
葉
で
あ
る
が
︑
さ
ま
ざ

ま
な
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
発
表
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
テ
ク

ス
ト
が
一
つ
の
全
体
を
な
す
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る（

18
）

︒﹃
刀
剣
乱
舞

O
N

LIN
E

﹄
は
関
連
作
品
群
の
最
初
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
が
︑
そ
の
ゲ
ー
ム

と
し
て
の
特
徴
が
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
全
体
の
受
容
の
さ
れ
方
を
規
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ゲ
ー
ム

と
し
て
売
り
出
さ
れ
る
か
も
︑
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
表
現
さ
れ
る
か
も
さ
ほ
ど
重

要
で
は
無
い
︒
こ
の
こ
と
は
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
継

続
的
に
発
表
さ
れ
続
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二
〇
一
五
年
に
発
表
さ
れ

た
﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄
以
降
︑
二
〇
二
二
年
の
﹃
刀
剣
乱
舞
無
双
﹄
の

発
売
ま
で
ゲ
ー
ム
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
事
実
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
︒

　
ゲ
ー
ム
以
外
の
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品
群
で
も
︑
観
客
を
代
理
す
る
審
神

者
の
表
象
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
︒
二
〇
一
六
年
以
来
毎
年
新
作
が
複

数
公
開
さ
れ
続
け
て
い
る
二
・
五
次
元
舞
台
の
人
気
は
著
し
い
が
︑
舞
台
上
に

審
神
者
に
相
当
す
る
演
者
が
現
れ
る
こ
と
は
無
い
︒
だ
が
︑
劇
場
に
集
ま
っ
た

観
客
た
ち
を
審
神
者
と
見
做
し
て
役
者
た
ち
が
語
り
か
け
る
と
い
う
演
出
が

度
々
見
ら
れ（

19
）

︑
ゲ
ー
ム
同
様
︑
観
客
が
審
神
者
と
し
て
刀
剣
男
士
た
ち
に
ま
な
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ざ
し
を
向
け
彼
ら
の
恋
闕
を
浴
び
る
と
い
う
構
造
が
共
通
し
て
い
る
︒

二
〇
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
T
V
ア
ニ
メ
作
品
﹃
活
劇
刀
剣
乱
舞
﹄
で
は
審
神

者
が
具
体
的
な
視
覚
的
表
象
を
与
え
ら
れ
︑
少
年
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
︒
し

か
し
︑﹃
活
劇
刀
剣
乱
舞
﹄
の
前
年
に
始
ま
っ
た
別
の
T
V
ア
ニ
メ
作
品
﹃
刀

剣
乱
舞-

花
丸-
﹄
で
は
︑
審
神
者
は
存
在
す
る
が
画
面
の
中
に
描
か
れ
な
い
︒

メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
戦
略
に
際
し
て
複
数
の
ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
が
同
時
に
進
行

す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
で
は
な
い
が
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
設
定
を
担
当
し

た
ニ
ト
ロ
プ
ラ
ス
社
の
代
表
取
締
役
兼
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
小
坂
宗
氣
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

一
本
の
物
語
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
作
る
側
が
手
を
加
え
た
結
果
︑

ユ
ー
ザ
ー
さ
ん
が
作
り
上
げ
て
き
た
作
品
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
︑
望
ま
れ
て
い
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
悲
し
い
現
象
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
︑
そ
れ
を
避
け
た

か
っ
た
ん
で
す
︒
ま
た
︑
二
つ
あ
れ
ば
︑
ど
ち
ら
か
は
好
き
に
な
っ
て
も

ら
え
る
可
能
性
が
高
く
な
る
か
な
︑
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
︒

（
中
略
）
審
神
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
の
数
だ
け
本
丸
（
物
語
の
舞
台
）
が
あ
る

ん
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
も
各
々
が
違
う
本
丸
で
あ
る

と
︒
ア
ニ
メ
や
舞
台
の
作
り
手
に
も
︑﹁
自
分
た
ち
の
本
丸
を
持
っ
て
も

ら
っ
て
自
由
度
高
く
作
っ
て
欲
し
い
﹂
と
伝
え
て
い
ま
す
（
算
用
数
字
を

漢
数
字
に
改
め
た
）

（
20
）

︒

　
こ
こ
で
作
り
手
側
が
何
よ
り
も
個
々
の
ユ
ー
ザ
ー
が
持
っ
て
い
る
幻
想
を
重

視
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒
加
え
て
ユ
ー
ザ
ー
の
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
と
い
う

作
品
全
体
の
理
解
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
︑﹁
審
神
者
（
ユ
ー

ザ
ー
）
の
数
だ
け
本
丸
（
物
語
の
舞
台
）
が
あ
﹂
り
そ
の
個
々
の
﹁
ユ
ー
ザ
ー

さ
ん
が
作
り
上
げ
て
き
た
作
品
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
へ
の
配
慮
が

な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
作
品
を
作
家
の
表
現
と
み
な
す
芸
術
観
か
ら
離
れ
︑

作
品
を
観
客
の
欲
望
の
表
出
の
場
と
み
な
す
コ
ン
テ
ン
ツ
観
と
言
え
︑
審
神
者

の
表
象
を
最
小
限
に
す
る
の
は
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　
映
画
版
の
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
で
も
ユ
ー
ザ
ー
の
幻
想
を
阻
害
し
な
い
と
い
う
原

則
は
維
持
さ
れ
て
い
る
︒﹃
映
画
刀
剣
乱
舞-

継
承-

﹄（
二
〇
一
九
年
）
で
は
︑

一
九
五
〇
年
生
ま
れ
の
男
性
俳
優
堀
内
正
美
が
審
神
者
を
演
じ
る
が
︑
そ
の
姿

は
基
本
的
に
簾
の
向
こ
う
側
に
隠
さ
れ
て
い
る
︒
映
画
の
終
わ
り
で
は
寿
命
で

死
亡
し
た
審
神
者
に
代
わ
っ
て
︑
幼
い
少
女
が
新
た
に
審
神
者
と
な
り
︑
複
数

の
ユ
ー
ザ
ー
の
幻
想
を
吸
収
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
執
筆
時
点
で

は
ま
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
﹃
映
画
刀
剣
乱
舞-

黎
明-

﹄（
二
〇
二
三
年
）
で

は
︑
前
述
の
堀
内
正
美
に
加
え
て
︑
二
〇
代
の
女
性
俳
優
で
あ
る
秋
田
汐
梨
と

柳
美
稀
︑
四
〇
代
の
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
で
あ
る
飛
永
翼
な
ど
が
︑﹁
現
代
で
の

戦
い
を
手
助
け
す
る
仮
の
主（

21
）

﹂
と
し
て
配
役
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
て

い
る
が
︑
公
式
ト
レ
イ
ラ
ー
を
見
る
限
り
同
映
画
の
メ
イ
ン
キ
ャ
ス
ト
で
は
な

い
︒
舞
台
︑
ア
ニ
メ
︑
映
画
と
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
作
品
世
界
へ
の
没
入

の
契
機
が
審
神
者
で
あ
る
た
め
に
︑
審
神
者
に
視
覚
的
表
象
を
与
え
る
こ
と
は
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で
き
る
だ
け
避
け
ら
れ
︑
具
体
的
な
姿
形
を
描
く
場
合
で
も
そ
の
形
象
を
特
定

の
も
の
に
固
定
し
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
節
で
は
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
第
一
に
︑
ト
ラ
ン
ス
メ
デ
ィ
ア

な
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
作
品
群
の
中
で
刀
剣
男
士
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
す
る

﹁
女
性
の
ま
な
ざ
し
﹂
に
奉
仕
す
る
構
造
が
あ
る
こ
と
︒
第
二
に
︑
し
か
し
映

画
研
究
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
論
理
と
は
異
な
っ
て
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品

に
お
い
て
は
基
本
的
に
観
客
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
に
は
図
像
的
表
象
が
与
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
︒
第
三
に
︑
し
た
が
っ
て
︑
ま
な
ざ
し
A
が
ま
な
ざ
し
B
へ
と
混

同
す
る
形
で
欲
望
を
駆
動
す
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
ず
し
も
優
越
的
で
は

な
く
︑
結
果
的
に
︑
ゲ
ー
ム
・
シ
ス
テ
ム
的
／
視
覚
的
に
は
能
動
的
に
作
品
世

界
を
対
象
化
し
て
い
る
が
︑
物
語
内
的
に
は
審
神
者
は
常
に
刀
剣
男
士
の
恋
闕

を
浴
び
受
動
的
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
が
存
在
す
る
︒

五
　
三
島
由
紀
夫
作
品
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
の
構
造

　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品
に
お
い
て
は
︑
審
神
者
が
も
っ
ぱ
ら
恋
闕
を
向
け

ら
れ
て
い
る
︒
同
型
の
構
造
は
︑
恋
闕
を
主
題
と
す
る
一
九
六
〇
年
代
の
三
島

由
紀
夫
の
作
品
の
中
に
も
見
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
本
節

で
は
ま
な
ざ
し
の
理
論
を
使
っ
て
小
説
﹁
英
霊
の
聲
﹂
と
小
説
な
ら
び
に
映
画

﹁
憂
国
﹂
を
検
討
す
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
映
画
理
論
が
男
性
主
人
公
へ
の

同
一
化
の
対
象
を
想
定
し
た
の
と
は
異
な
る
︑
三
島
の
受
動
性
を
は
ら
ん
だ
ま

な
ざ
し
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
ま
ず
は
﹁
英
霊
の
聲
﹂（
初
出
一
九
六
六
年
）
の
プ
ロ
ッ
ト
を
確
認
し
よ
う
︒

同
作
で
は
二
・
二
六
事
件
の
蹶
起
将
校
と
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
神
風
特
攻

隊
の
特
攻
兵
と
い
う
兄
弟
神
が
召
喚
さ
れ
る
︒
語
り
手
の
﹁
私
﹂
が
︑
審
神
者

を
務
め
る
木
村
先
生
の
主
催
す
る
﹁
帰
か
む
が
か
り神

の
会
﹂
で
経
験
し
た
不
思
議
な
経
験

を
忠
実
に
記
録
す
る
と
い
う
体
裁
で
物
語
が
提
示
さ
れ
る
︒﹁
帰
神
の
会
﹂
で

は
審
神
者
で
あ
る
木
村
先
生
が
︑
霊
媒
と
な
る
青
年
川
崎
重
男
を
通
し
て
︑

二
・
二
六
事
件
蹶
起
将
校
た
ち
を
呼
び
出
す
︒
そ
の
後
︑
彼
ら
が
﹁
弟
神
﹂
と

呼
ぶ
も
の
が
現
れ
︑
そ
れ
が
特
攻
兵
た
ち
で
あ
る
と
わ
か
る
︒﹁
英
霊
の
聲
﹂

の
作
品
内
的
な
論
理
で
は
︑
天
皇
の
た
め
に
身
を
捧
げ
た
彼
ら
は
﹁
な
ど
て
す

め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
﹂
と
言
っ
て
︑
人
間
宣
言
を
し
た
天
皇
を
批

判
し
︑
裏
切
ら
れ
た
霊
た
ち
の
怨
嗟
の
声
が
響
き
渡
る
︒
こ
の
強
い
怨
念
を
引

き
受
け
た
霊
媒
の
川
崎
は
死
亡
し
︑
そ
の
死
に
顔
は
﹁
何
者
か
の
あ
い
ま
い
な

顔
﹂
に
変
貌
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
作
品
は
締
め
括
ら
れ
る
︒

　﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
と
比
較
し
た
と
き
に
顕
著
な
点
は
︑﹁
私
﹂
が
傍
観
者
で
あ
る

こ
と
だ
︒
蹶
起
将
校
と
特
攻
兵
の
恋
闕
は
読
者
の
代
理
た
る
﹁
私
﹂
に
向
け
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
代
わ
り
に
川
崎
と
い
う
盲
目
の
青
年
に
向
け
ら
れ
︑
そ

の
怨
念
を
う
け
て
川
崎
は
死
亡
す
る
︒
死
し
た
川
崎
の
﹁
何
者
か
の
あ
い
ま
い

な
顔
﹂
が
裕
仁
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
作
品
公
開
直
後
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
︑

川
崎
が
天
皇
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
呪
詛
を
う
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る（

22
）

︒
こ

れ
ま
で
の
議
論
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
の
作
品
世
界
へ
と
読
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者
が
没
入
す
る
た
め
の
視
点
の
位
置
で
あ
る
﹁
私
﹂
が
向
け
る
ま
な
ざ
し
B
は

具
体
的
な
対
象
を
結
ん
で
い
な
い
︒
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
に
お
い
て
重
要
だ
っ
た

の
は
︑
ま
な
ざ
し
A
と
ま
な
ざ
し
B
が
精
神
分
析
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
想
像

的
﹂
に
重
な
り
合
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
作
品
内
の
欲
望
の

対
象
と
読
者
の
欲
望
の
対
象
が
一
致
す
る
︒
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
︑﹁
英
霊

の
聲
﹂
に
は
そ
の
よ
う
な
要
素
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
こ
の
点
を
一
旦

保
留
し
て
﹁
憂
国
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

　﹁
憂
国
﹂（
初
出
一
九
六
一
年
）
に
は
﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
先
立
っ
て
三
島
の
天

皇
や
国
体
に
つ
い
て
の
考
え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
同
作
は
二
・
二
六
事
件
に

際
し
て
新
婚
で
あ
っ
た
が
た
め
に
仲
間
に
配
慮
さ
れ
︑
蹶
起
を
知
ら
せ
ら
れ
な

か
っ
た
武
山
中
尉
と
そ
の
妻
麗
子
が
自
決
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒

反
乱
軍
を
討
つ
勅
命
が
下
っ
た
と
き
に
仲
間
を
撃
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
︑

武
山
は
自
死
を
決
意
す
る
︒
麗
子
も
夫
に
従
い
︑
最
後
に
夫
婦
は
性
交
し
身
支

度
を
整
え
る
︒
ま
ず
武
山
が
切
腹
し
そ
れ
を
見
届
け
た
麗
子
も
咽
喉
を
つ
い
て

後
を
追
う
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
︒

　
ま
な
ざ
し
論
で
﹁
憂
国
﹂
を
捉
え
た
場
合
︑
読
者
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
作
品

世
界
に
没
入
す
る
だ
ろ
う
か
︒
小
説
﹁
憂
国
﹂
の
場
合
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
の
私

に
相
当
す
る
よ
う
な
︑
読
者
の
同
一
化
の
対
象
と
な
る
作
品
内
の
人
格
的
表
象

は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
文
体
の
上
で
は
武
山
も
麗
子
も
同
じ
よ
う
に
三
人
称

で
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
三
島
由
紀
夫
本
人
が
後
に
監
督
し
主
演
も
務

め
た
映
画
﹁
憂
国
﹂
に
お
い
て
三
島
が
武
山
を
演
じ
て
い
る
こ
と
と
︑
本
人
の

そ
の
後
の
切
腹
と
い
う
史
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
︑﹁
憂
国
﹂
の
作
品
世
界
は
︑

少
な
く
と
も
三
島
由
紀
夫
に
と
っ
て
は
武
山
の
目
か
ら
見
ら
れ
る
べ
く
構
築
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
重
要
な
こ
と
は
︑﹁
憂
国
﹂
の
作
品
世
界
に
没
入
す
る
た
め
の
同

一
化
の
対
象
が
第
一
に
武
山
中
尉
で
あ
る
と
し
て
も
︑
作
品
内
に
お
い
て
武
山

が
麗
子
を
一
方
的
に
対
象
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
︒
文
学
作
品
と

し
て
の
﹁
憂
国
﹂
は
こ
の
二
人
の
ま
な
ざ
し
・
ま
な
ざ
さ
れ
る
関
係
が
議
論
さ

れ
て
き
た（

23
）

︒
青
海
健
は
麗
子
が
認
識
者
と
し
て
︑
武
山
の
行
為
を
ま
な
ざ
す
構

造
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
麗
子
は
夫
の
性
的
欲
望
の
対
象
と
な
る
従

順
な
妻
と
い
う
よ
り
は
︑
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
の
行
為
を
超
越
的
な
供
儀
の

儀
式
と
し
て
完
遂
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
青
海
に
よ
れ
ば
︑

夫
の
自
決
後
は
自
分
自
身
も
行
為
者
へ
と
変
化
し
夫
の
後
を
追
う
こ
と
で
︑
単

に
超
越
的
な
供
儀
の
物
語
と
し
て
小
説
を
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
超
越
論

的
な
物
語
の
不
可
能
性
の
領
域
に
本
作
を
押
し
上
げ
る
機
能
さ
え
も
果
た
し
て

い
る（

24
）

︒

　
千
種
キ
ム
ラ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
超

越
論
的
機
能
を
果
た
す
麗
子
は
天
皇
を
代
理
し
た
形
象
で
あ
る（

25
）

︒
こ
の
こ
と
は

﹁
憂
国
﹂
の
次
の
記
述
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
︒

中
尉
は
目
の
前
の
花
嫁
の
や
う
な
白
無
垢
の
美
し
い
妻
の
姿
に
︑
自
分
が

愛
し
そ
れ
に
身
を
捧
げ
て
き
た
皇
室
や
国
家
や
軍
旗
や
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
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の
花
や
い
だ
幻
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
た
︒
そ
れ
ら
は
目
の
前
の
妻
と
等

し
く
︑
ど
こ
か
ら
で
も
︑
ど
ん
な
遠
く
か
ら
で
も
︑
た
え
ず
清
ら
か
な
目

を
放
つ
て
︑
自
分
を
見
詰
め
て
ゐ
て
く
れ
る
存
在
だ
っ
た（

26
）

︒

　
こ
こ
で
妻
麗
子
が
﹁
皇
室
や
国
家
や
軍
旗
﹂
と
重
ね
合
わ
さ
れ
︑
そ
の
上
で

そ
の
妻
と
性
交
す
る
こ
と
は
﹁
憂
国
﹂
の
論
理
を
支
え
る
不
可
欠
の
要
素
で
あ

る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
天
皇
の
命
令
に
従
っ
て
友
人
を
撃
つ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

に
諫
死
す
る
と
い
う
行
為
は
天
皇
に
対
す
る
恋
闕
を
裏
切
っ
た
も
の
で
あ
り
︑

自
己
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
武
山
の
切
腹
は
麗
子
を
通
し
て
現
前
し

た
天
皇
に
向
け
て
行
う
諫
死
の
儀
式
で
も
あ
る
が
︑
そ
れ
以
上
に
﹁
皇
室
や
国

家
や
軍
旗
﹂
と
等
し
い
妻
麗
子
と
武
山
が
性
交
に
よ
っ
て
エ
ロ
ー
ス
的
に
繋
が

る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
︒
三
島
は
エ
ロ
ー
ス
や
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
を
通

し
て
権
力
構
造
に
至
る
回
路
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
柳
瀬
善
治
は
指
摘
し
て
い

る
が（

27
）

︑
自
己
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
は
︑
性
交
と
い
う
エ
ロ
ー
ス
的
回
路
を

通
し
て 

﹁
た
え
ず
清
ら
か
な
目
を
放
つ
て
︑ 

自
分
を
見
詰
め
て
ゐ
て
く
れ
る
﹂ 
麗

子
／
天
皇
と
い
う
権
力
構
造
と
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
︒

　
こ
の
こ
と
は
映
画
﹃
憂
国
﹄
の
中
で
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
麗
子
の

裸
体
は
た
び
た
び
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
映
し
出
さ
れ
て
お
り
︑
マ
ル
ヴ
ィ
が
論

じ
る
男
性
の
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
な
る
断
片
化
さ
れ
た
女
性
身
体
で
あ
る
と
一

定
程
度
ま
で
は
言
え
る
だ
ろ
う
︹
図
5 （28）
︺（
以
下
図
8
ま
で
九
〇
頁
）︒
特
に
映
画

の
冒
頭
で
は
︑
二
重
露
光
で
重
ね
合
わ
さ
れ
た
武
山
が
麗
子
の
顔
を
両
手
で
包

み
込
む
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
︑
こ
の
点
か
ら
も
三
島
が
演
じ
る
武
山
の
ま
な

ざ
し
B
の
欲
望
の
対
象
と
し
て
麗
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︹
図
6
︺︒

し
か
し
︑
三
島
自
身
も
裸
体
を
晒
し
て
お
り
︹
図
7
︺︑
ま
な
ざ
し
B
が
一
方

的
か
つ
特
権
的
に
麗
子
を
対
象
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
麗
子

の
顔
は
︑
神
棚
と
ク
ロ
ス
デ
ィ
ゾ
ル
ブ
に
よ
っ
て
重
ね
合
わ
さ
れ
︹
図
8
︺︑

そ
う
す
る
こ
と
で
小
説
﹁
憂
国
﹂
に
お
け
る
﹁
目
の
前
の
花
嫁
の
や
う
な
白
無

垢
の
美
し
い
妻
の
姿
に
︑
自
分
が
愛
し
そ
れ
に
身
を
捧
げ
て
き
た
皇
室
や
国
家

や
軍
旗
や
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
の
花
や
い
だ
幻
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
た
﹂
と
い

う
記
述
が
映
像
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
映
し
出
さ
れ
る

麗
子
の
顔
は
﹁
た
え
ず
清
ら
か
な
目
を
放
つ
て
︑
自
分
を
見
詰
め
て
ゐ
て
く
れ

る
存
在
﹂
で
あ
り
︑
ま
な
ざ
し
B
の
欲
望
の
対
象
で
は
な
く
︑
そ
の
ま
な
ざ
し

B
を
放
つ
作
品
内
ア
ヴ
ァ
タ
ー
武
山
を
存
在
論
的
に
肯
定
す
る
根
拠
と
な
っ
て

い
る
︒

　
こ
こ
で
︑
小
説
な
ら
び
に
映
画
﹁
英
霊
の
聲
﹂
は
マ
ル
ヴ
ィ
の
議
論
と
は
異

な
る
水
準
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
︒
三
島
に
と
っ
て
は
ま
な

ざ
す
こ
と
よ
り
も
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
り
︑
夫
の
行
為
を
受

け
止
め
承
認
す
る
役
割
を
担
う
麗
子
に
よ
る
ま
な
ざ
し
返
し
こ
そ
が
﹁
英
霊
の

聲
﹂
の
主
題
で
あ
る
︒
こ
の
ま
な
ざ
し
返
し
を
﹁
ま
な
ざ
し
C
﹂
と
呼
び
︑
次

の
よ
う
に
定
義
し
よ
う
︒

ま
な
ざ
し
C
:
作
品
世
界
内
に
お
い
て
︑
観
客
が
想
像
的
に
同
一
化
す
る
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ア
ヴ
ァ
タ
ー
が
向
け
る
ま
な
ざ
し
B
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
︒

　
武
山
と
麗
子
の
あ
い
だ
で
の
ま
な
ざ
し
合
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
こ
で
は

恋
闕
の
送
り
手
と
受
け
手
の
間
に
相
互
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
︹
図
9
︺

（
九
一
頁
）︒
一
方
で
︑
先
ほ
ど
一
旦
留
保
し
た
﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
お
い
て
は
︑

恋
闕
を
向
け
る
蹶
起
将
校
や
特
攻
兵
と
︑
向
け
ら
れ
る
川
崎
青
年
／
天
皇
と
の

間
で
は
こ
の
種
の
相
互
的
な
関
係
が
発
生
し
な
い
︒
こ
れ
は
史
実
に
お
い
て
天

皇
は
人
間
宣
言
し
恋
闕
を
拒
絶
し
た
た
め
で
あ
り
︑
英
霊
と
天
皇
の
間
で
ま
な

ざ
し
合
い
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
は
︑
川
崎
青
年
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
端

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
三
島
に
と
っ
て
重
要
な
ま
な
ざ
し
C
は
盲

目
の
川
崎
青
年
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
不
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

︹
図
10
︺（
九
一
頁
）︒
ま
な
ざ
し
の
交
換
が
成
立
し
た
と
き
︑
武
山
と
麗
子
の
エ

ロ
ー
ス
的
結
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
二
人
の
ま
な
ざ
し
は
溶
け
合
っ
て
区
別
で

き
な
く
な
る
は
ず
だ
が
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
で
は
そ
の
よ
う
な
事
態
は
発
生
し
な
い
︒

　﹁
英
霊
の
聲
﹂
と
﹁
憂
国
﹂
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
返
し
（
ま
な
ざ
し
C
）
の
重

要
性
は
︑
三
島
最
晩
年
の
評
論
﹁
文
化
防
衛
論
﹂（
初
出
一
九
六
九
年
）
か
ら
も

読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
三
島
は
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
が

再
帰
性
︑
全
体
性
︑
主
体
性
の
三
つ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
︑
特

に
﹁
文
化
の
再
帰
性
と
は
︑
文
化
が
た
だ
「
見
ら
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
て
︑

「
見
る
」
も
の
と
し
て
見
返
し
て
く
る
︑
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
い（

29
）

﹂
と
述

べ
て
い
る
︒

図5

図7

図6

図8
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自
我
滅
却
の
栄
光
の
根
拠
が
︑
守
ら
れ
る
も
の
の
死
ん
だ
光
輝
に
あ
る
の

で
は
な
く
て
︑
活
き
た
根
源
的
な
力
（
見
返
す
力
）
に
損
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
︑
と
い
う
こ
と
が
︑
文
化
の
生
命
の
連
続
性
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
の
守
る
べ
き
も
の
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
︒
か
く
て
︑
創
造
す
る
こ
と
が
守
る
こ
と
だ
と
い
う
︑
主
体
と
客
体
の

合
一
が
目
と
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う（

30
）

︒

　
こ
の
見
返
す
主
体
こ
そ
が
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
で
あ
り
︑
三
島
の
美
的

理
想
は
こ
の
天
皇
と
の
﹁
主
体
と
客
体
の
合
一
﹂
に
あ
る
︒﹁
文
化
防
衛
論
﹂

に
至
っ
て
︑
見
返
す
主
体
で
あ
る
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
と
の
君
臣
一

体
の
理
想
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
マ
ル
ヴ
ィ
と
対
比
し
て
み
る
と
︑
三
島
に
お

い
て
は
ま
な
ざ
し
に
よ
る
性
的
な
対
象
化
は
希
薄
で
あ
る
︒
三
島
に
と
っ
て
は

エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
が
区
別
で
き
な
い
種
類
の
愛
に
よ
る
天
皇
と
の
合
一
の

感
覚
が
理
想
で
あ
っ
た
︒﹁
憂
国
﹂
は
エ
ロ
ー
ス
の
領
域
に
お
け
る
ま
な
ざ
し

B
と
C
の
合
一
の
成
功
を
描
い
た
も
の
で
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
は
具
体
的
な
史
実

に
お
け
る
実
在
の
天
皇
と
の
間
の
ま
な
ざ
し
の
合
一
の
失
敗
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
︒六

　
顔
の
な
い
三
島
由
紀
夫
と
透
明
化
さ
れ
る
審
神
者

　
マ
ル
ヴ
ィ
の
ま
な
ざ
し
の
議
論
か
ら
み
る
と
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
関
連
作
品
は

図１0　「英霊の聲」におけるまなざし

図9　「憂国」におけるまなざし
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女
性
の
ま
な
ざ
し
を
利
用
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
が

そ
の
意
匠
を
借
り
て
い
る
三
島
の
作
品
群
を
こ
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
観
点
で
検

討
す
る
と
︑
マ
ル
ヴ
ィ
の
元
々
の
議
論
に
は
存
在
し
な
い
ま
な
ざ
し
C
が
浮
上

す
る
︒
三
島
に
と
っ
て
こ
の
ま
な
ざ
し
C
は
天
皇
と
い
う
超
越
者
に
よ
る
承
認

で
あ
り
︑
ま
な
ざ
し
B
と
C
が
区
別
で
き
な
く
な
る
君
臣
一
体
の
理
想
に
近
づ

く
た
め
の
条
件
で
あ
る
︒
こ
の
観
点
か
ら
本
稿
の
議
論
の
対
象
で
あ
る
﹃
刀
剣

乱
舞
﹄
を
再
び
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　
映
画
﹁
憂
国
﹂
の
中
で
は
三
島
由
紀
夫
に
と
っ
て
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
と
し
て
武

山
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
映
画
の
中
で
武
山
は
帽
子
を
深
く
被
り
︑
演
じ
る
三

島
由
紀
夫
の
表
情
や
目
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
︹
図
11
︺︒
い
く
つ
か
の
シ
ー

ン
で
は
三
島
の
表
情
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
映
し
出
さ
れ
彼
の
目
も
見
え
る

︹
図
12
︺
し
︑
武
山
の
手
が
巻
物
を
開
く
シ
ョ
ッ
ト
で
映
画
へ
導
入
さ
れ
る
こ

と
な
ど
を
考
え
て
も
︑
作
品
中
の
麗
子
の
顔
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
三
島
が
演

じ
る
武
山
の
主
観
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
︑
映
画
内
の
論
理
か
ら

言
っ
て
も
︑
小
説
﹁
憂
国
﹂
の
論
理
か
ら
言
っ
て
も
自
然
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
武
山
に
よ
る
ま
な
ざ
し
B
は
映
画
﹁
憂
国
﹂
の
作
品
内
世
界
に
存
在
し
て

い
る
と
言
え
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
作
品
世
界
全
体
を
支
配
す
る
ほ
ど
に
強
く
機

能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
作
品
内
的
に
は
麗
子
／
天
皇
に
よ
る

ま
な
ざ
し
C
と
の
合
一
の
理
想
に
向
か
う
た
め
に
は
︑
武
山
と
麗
子
の
ま
な
ざ

し
の
交
わ
し
合
い
を
描
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
三
島
が
演
じ
る
帽
子
を
目
深
に
被
っ
た
武
山
を
男
性
向
け
恋
愛
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
の
顔
が
な
い
主
人
公
の
系
譜
︑
ひ
い
て
は
﹃
刀
剣
乱

舞
﹄
に
お
け
る
透
明
化
し
た
審
神
者
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
と
類
比
的
に
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
︒
男
性
向
け
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
持
つ
恋
愛
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
︑
男
性
主
人
公
は
多
く
の
場
合
前
髪
が
長
く

描
か
れ
顔
が
見
え
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
特
徴
の
な
い
主

人
公
に
没
入
す
る
た
め
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
こ
ま
で
の
透
明
化

し
た
審
神
者
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
が
刀
剣
男
士
の
恋
闕
を
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
に
浴
び

る
快
楽
が
あ
る
と
い
う
議
論
に
即
せ
ば
︑
こ
う
い
っ
た
男
性
主
人
公
に
も
ま
た

実
の
と
こ
ろ
受
動
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
快
楽
が
あ
る
と
言
え
る
︒
三
島
に

と
っ
て
至
福
の
快
楽
は
︑
麗
子
／
天
皇
に
よ
っ
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
武
山
に
な
る

こ
と
で
あ
る
︒
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
﹁
主
体
と
客
体
の
合
一
﹂
に
至
る
た

図１2

図１１
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め
に
は
︑
ま
ず
は
自
身
を
ま
な
ざ
し
C
の
客
体
と
し
て
晒
す
必
要
が
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
類
比
的
に
考
え
た
場
合
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
け
る
プ
レ
イ

ヤ
ー
の
受
動
的
快
楽
を
支
え
て
い
る
ま
な
ざ
し
C
は
刀
剣
男
士
か
ら
向
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
︒﹁
憂
国
﹂
に
お
い
て
は
ま
な
ざ
し
B
が
恋
闕
を
伴
い
︑
そ
れ

に
応
答
す
る
麗
子
の
見
返
す
ま
な
ざ
し
C
が
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
と

い
う
超
越
論
的
契
機
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
い
て
は
こ
の
関

係
が
反
転
し
て
い
る
︒
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
が
む
け
る
ま
な
ざ
し
B
に
対
し

て
︑
恋
闕
を
示
す
刀
剣
男
士
た
ち
の
ま
な
ざ
し
C
が
向
け
返
さ
れ
る
︹
図
13
︺︒

﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
い
て
は
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
に
相
当
す
る
超
越

論
的
契
機
は
明
示
的
に
は
存
在
し
な
い
が
︑
刀
剣
男
士
た
ち
の
恋
闕
が
集
中
す

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
こ
そ
が
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
の
機
能
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
︒﹁
主
体
と
客
体
の
合
一
﹂
と
い
う
理
想
が
実
現
し
さ
え
す

れ
ば
︑
定
義
上
は
主
客
の
区
分
は
消
滅
す
る
た
め
︑
恋
闕
が
誰
か
ら
誰
に
向
け

ら
れ
る
か
は
問
題
で
は
な
く
な
る
の
で
︑
あ
く
ま
で
こ
の
よ
う
な
多
幸
的
な
空

間
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
特
異
点
と
し
て
の
役
割
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
に

割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
三
島
が
理
想
と
す
る
﹁
文

化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
の
も
の
と
類
似
し
た
︑
し
か
し
三
島
が
描
い
た
の
と

は
別
の
形
で
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
で
は
恋
闕
と
い
う
﹁
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
を

峻
別
し
な
い
と
こ
ろ
の
恋
愛
観
念
﹂
に
よ
っ
て
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
を
中

心
と
し
た
至
福
の
空
間
が
成
立
す
る
︒
そ
こ
で
は
ま
さ
に
﹁
わ
れ
ら
が
国
体
と

は
心
と
血
の
つ
な
が
り
︑
片
恋
の
あ
り
え
ぬ
恋
闕
の
劇
烈
な
よ
ろ
こ
び（

31
）

﹂
が
実

図１3　『刀剣乱舞』におけるまなざし
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現
す
る
︒

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
と
︑
三
島
の
理
想
と
す
る
恋
闕
を
ま

な
ざ
し
返
す
天
皇
制
の
間
に
は
︑
快
楽
の
構
造
と
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
が
三
島
の
理
想
を

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
の
中
で
忠
実
に
体
現
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
む

し
ろ
︑
理
想
の
天
皇
制
は
現
実
の
日
本
社
会
の
中
で
実
現
不
可
能
で
あ
る
か
ら

こ
そ
必
然
的
に
死
へ
と
向
か
っ
た
三
島
に
対
し
て
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
至
福
は

物
語
が
進
展
し
な
い
非
時
間
的
空
間
の
中
で
資
本
主
義
に
奉
仕
す
る
た
め
に
存

在
し
て
い
る
︒
最
後
に
こ
の
こ
と
を
議
論
し
よ
う
︒

　
三
島
の
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
は
戦
前
へ
の
懐
古
主
義
と
も
戦
後
の

象
徴
天
皇
制
と
も
異
な
り
︑
時
間
的
・
空
間
的
に
連
続
的
に
広
が
り
﹁
国
家
権

力
と
秩
序
の
側
だ
け
に
あ
る
の
み
で
は
な
く
︑
無
秩
序
の
側
へ
も
手
を
さ
し
の

べ（
32
）

﹂
る
ほ
ど
に
包
括
的
な
も
の
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
現
実
世
界
で
は
実
現
不
可

能
で
あ
り
︑
柳
瀬
が
言
う
よ
う
に
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
お
け
る
兄
弟
神
の
﹁
筈

だ
つ
た
﹂﹁
願
つ
た
﹂﹁
受
け
入
れ
た
ま
ふ
に
ち
が
い
な
い
﹂﹁
神
で
あ
ら
せ
る

べ
き
だ
つ
た
﹂
と
い
う
思
い
は
︑﹁
実
現
不
可
能
な
過
去
に
対
す
る
「
倫
理
的

要
求
」
を
背
後
に
含
ん
で
い
る（

33
）

﹂︒
し
た
が
っ
て
︑
三
島
は
裕
仁
と
い
う

﹁
実ザ
イ
ン在

﹂
と
し
て
の
天
皇
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
理
念

的
な
﹁
当ゾ
ル
レ
ン為

﹂
で
あ
る
﹁
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
﹂
を
描
き
出
し
て
い
る
︒

天
皇
と
具
体
的
な
エ
ロ
ー
ス
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
に
︑﹁
憂

国
﹂
に
お
い
て
武
山
は
天
皇
の
代
わ
り
に
麗
子
と
性
交
す
る
こ
と
し
か
で
き
な

い
︒﹁
実ザ
イ
ン在
﹂
と
し
て
の
裕
仁
は
人
間
宣
言
を
し
恋
闕
に
応
答
し
な
か
っ
た
た

め
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
お
い
て
恋
闕
は
成
就
せ
ず
怨
念
に
変
形
す
る
︒
こ
れ
ら

二
つ
の
君
臣
の
合
一
の
失
敗
を
描
き
出
し
た
後
に
︑﹁
文
化
防
衛
論
﹂
を
執
筆

し
た
三
島
は
現
世
に
別
れ
を
告
げ
る
︒
三
島
は
不
可
能
性
と
と
も
に
恋
闕
を
考

え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
一
方
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
い
て
は
︑
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
小
坂
の
﹁
審
神

者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
の
数
だ
け
本
丸
（
物
語
の
舞
台
）
が
あ
る（

34
）

﹂
と
い
う
言
に
あ
る

よ
う
に
︑
天
皇
の
位
置
に
来
る
審
神
者
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
数
だ
け
存
在
す
る
︒

三
島
の
天
皇
が
政
治
的
統
合
の
理
論
の
核
で
あ
り
え
た
の
は
︑﹁
憂
国
﹂
の
麗

子
や
﹁
英
霊
の
聲
﹂
の
川
崎
と
い
っ
た
多
く
の
代
理
天
皇
を
持
っ
て
い
る
と
し

て
も
︑
天
皇
が
不
特
定
多
数
の
恋
を
一
挙
に
引
き
受
け
る
一
者
で
あ
る
か
ら
だ
︒

し
か
し
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
ト
ラ
ン
ス
メ
デ
ィ
ア
作
品
群
は
多
数
存
在
す
る

﹁
と
あ
る
本
丸
﹂
の
一
つ
で
あ
る
と
設
定
さ
れ
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
フ
ァ
ン
ダ
ム

も
こ
の
論
理
を
受
け
入
れ
て
い
る
︒﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
フ
ァ
ン
は
自
分
自
身
の

﹁
と
あ
る
本
丸
﹂
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
中
で
快
楽
を
追
求
す
る
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
冒
頭
で
述
べ
た
へ
し
切
長
谷
部
と
巴
型
薙
刀
の
鞘
当
の
よ
う
な

刀
剣
男
士
た
ち
の
恋
闕
を
無
限
に
見
続
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
=
審
神
者
は
︑
一
方

的
に
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
な
が
ら
も
︑
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
展
開
の
都
合
上
永
遠
に

終
わ
ら
な
い
物
語
の
中
で
彼
ら
の
恋
闕
を
浴
び
続
け
る
の
で
あ
る
︒﹃
刀
剣
乱

舞
﹄
に
お
い
て
は
物
語
の
完
結
も
死
も
永
遠
に
先
延
ば
し
さ
れ
︑
三
島
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
︑﹁「
菊
と
刀
」
の
「
刀
」
が
絶
た
れ
た
結
果
︑
日
本
文
化
の
特
質
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の
一
つ
で
も
あ
る
︑
際
限
も
な
い
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
だ
ら
し
な
さ（

35
）

﹂
を
提
示

し
続
け
る
の
で
あ
る
︒

七
　
結
　
論

　
本
稿
は
ま
ず
︑
恋
闕
と
い
う
感
情
の
形
式
や
審
神
者
と
い
っ
た
意
匠
を
用
い

て
い
る
点
で
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
世
界
設
定
が
一
九
六
〇
年
代
の
三
島
由
紀
夫

の
恋
闕
に
関
わ
る
作
品
群
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
両
者
の
関
係

を
理
解
す
る
た
め
に
作
品
内
の
ま
な
ざ
し
の
構
造
に
着
目
し
︑
比
較
を
行
う
理

論
的
準
備
と
し
て
映
画
研
究
や
ゲ
ー
ム
研
究
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
議

論
を
整
理
し
た
︒
こ
れ
ら
の
研
究
領
域
の
中
で
は
︑
観
客
が
作
品
世
界
に
む
け

る
認
知
で
あ
る
ま
な
ざ
し
A
と
︑
観
客
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
が
別
の
人
物
の
表
象
に

向
け
る
認
知
で
あ
る
ま
な
ざ
し
B
が
重
な
り
あ
う
こ
と
を
議
論
す
る
の
に
対
し

て
︑
三
島
作
品
の
中
で
は
天
皇
と
い
う
超
越
的
他
者
か
ら
の
応
答
的
認
知
で
あ

る
ま
な
ざ
し
C
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
英
霊
の
聲
﹂
に
お
い
て
は
現
実
の
裕
仁
が

人
間
宣
言
を
し
た
た
め
ま
な
ざ
し
C
は
不
在
の
形
で
表
現
さ
れ
︑﹁
憂
国
﹂
に

お
い
て
は
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
エ
ロ
ー
ス
の
領
域
の
み
で
ま
な
ざ
し
B
と

C
が
融
和
し
︑
麗
子
と
武
山
の
性
交
と
い
う
代
理
的
な
形
で
部
分
的
に
君
臣
合

一
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
論
理
を
敷
衍
し
て
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
の
構
造
を
再

検
討
す
る
と
︑
顔
を
隠
し
た
三
島
由
紀
夫
演
じ
る
武
山
と
い
う
最
小
化
さ
れ
た

ア
ヴ
ァ
タ
ー
の
存
在
は
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
お
け
る
透
明
な
ア
ヴ
ァ
タ
ー
で
あ

る
審
神
者
に
類
似
し
て
お
り
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
に
も
ま
な
ざ
し
C
を
受
け
る
快

楽
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
従
っ
て
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
は
三
島
作
品
か
ら
意

匠
を
借
り
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
快
楽
の
契
機
と
し
て
の
受
動
性
を

共
有
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
両
者
が
同
じ
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
︒
三
島
作
品
が
現
実
の
天
皇
制
と
向
き
合
っ
て
彼
の
理
想
の
不
可
能
性
を
理

解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
品

と
し
て
︑
死
を
永
遠
に
先
延
ば
し
に
し
た
無
時
間
的
な
空
間
の
中
で
の
至
福
を
︑

プ
レ
イ
ヤ
ー
の
数
だ
け
生
産
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒

謝
辞

　
本
論
文
は
︑
J
S
P
S
科
研
費
（22 K13014

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
本
稿

の
内
容
は
情
動
研
究
会
（
二
〇
二
二
年
二
月
一
九
日
）
な
ら
び
に
表
象
文
化
論
学
会
研
究
発

表
集
会
（
二
〇
二
二
年
十
一
月
一
二
日
）
に
て
発
表
し
︑
多
く
の
建
設
的
な
コ
メ
ン
ト
を
い

た
だ
い
た
︒
ま
た
︑
小
田
透
さ
ん
に
は
原
稿
を
見
て
い
た
だ
き
︑
議
論
の
内
容
に
ア
ド
バ
イ

ス
を
い
た
だ
い
た
︒

注（
1
）  

栗
本
涼
花
﹁
ゲ
ー
ム
「
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

」
と
博
物
館
の
関
係
か
ら
見
る
日
本
文

化
﹂﹃
日
本
学
報
﹄
三
七
巻
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
四
九
︱
一
五
〇
頁
︒
須
川
亜
紀
子
﹃
二
・



96

五
次
元
文
化
論
︱
︱
舞
台
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
フ
ァ
ン
ダ
ム
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
二
一
年
︑

一
四
六
︱
一
六
一
頁
︒

（
2
）  D

M
M

 G
AM

ES

﹁
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹂https://gam
es.dm

m
.com

/detail/tohken/

（
参
照
二
〇
二
三
年
三
月
三
〇
日
）︒

（
3
）  

回
想
其
の
47
﹁
命
を
果
た
す
の
は
俺
だ
﹂﹃
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹄︒

（
4
）  

須
川
︑
前
掲
書
︑
一
五
六
︱
一
五
七
頁
︒

（
5
）  

三
島
由
紀
夫
﹁
英
霊
の
聲
﹂﹃
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
英
霊
の
聲
﹄
河
出
書
房
新
社
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
九
頁
︒

（
6
）  

三
島
由
紀
夫
﹃
葉
隠
入
門
﹄
新
潮
社
︑
一
九
八
三
年
︑
三
七
頁
︒

（
7
）  

ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
著
︑
斎
藤
綾
子
訳
﹁
視
覚
的
快
楽
と
物
語
映
画
﹂
岩
本
憲
児
他

編
﹃﹁
新
﹂
映
画
理
論
集
成
1
︱
︱
歴
史
・
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
︑

一
九
九
八
年
︑
一
三
九
頁
︒

（
8
）  

同
前
︒

（
9
）  

マ
ル
ヴ
ィ
︑
前
掲
書
︑
一
三
四
︱
一
三
五
頁
︒

（
10
）  C

onsalvo, M
ia “H

ot D
ates and Fairy-Tale Rom

ances: Studying Sexuality in V
ideo 

G
am

es,” M
ark J. P. W

olf, Bernard Perron eds., T
he V

ideo G
am

e T
heory Reader, 

Routledge, 2003, pp. 193–216.

（
11
）  Schleiner, Anne-M

arie “D
oes Lara C

roft W
ear Fake Polygons? G

ender and G
ender-

R
ole Subversion in C

om
puter Adventure G

am
es,” Leonardo, 34(3), 2001, pp. 221–

226.

（
12
）  C

lough, M
ichelle. Sexualization, Shirtlessness, and Sm

oldering G
azes: D

esire and 

the M
ale C

haracter. D
igital Love: Rom

ance and Sexuality in G
am

e. C
RC

 Press, 2017, 

pp. 3–26.

（
13
）  

向
江
駿
佑
﹁
乙
女
ゲ
ー
ム
に
潜
む
“
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
”
と
い
う
問
題
︱
︱
﹃
と
き

め
き
メ
モ
リ
ア
ル G

irl ’s Side

﹄
シ
リ
ー
ズ
と
海
外
の
研
究
事
例
か
ら
考
え
る
﹂﹃Real 

Sound

﹄
二
〇
二
一
年
︒https://realsound.jp/tech/2021 /08 /post-835951 .htm

l

（
参
照

二
〇
二
三
年
三
月
三
〇
日
）︒

（
14
）  K

im
, H

yeshin. “W
om

en’s G
am

es in Japan: G
endered Identity and N

arrative 

C
onstruction.” Th

eory, C
ulture, &

 Society. 26(2-3), 2009, p. 170.

（
15
）  D

M
M

 G
AM

ES

﹁
刀
剣
乱
舞O

N
LIN

E

﹂https://gam
es.dm

m
.com

/detail/tohken/

（
参
照
二
〇
二
三
年
三
月
三
〇
日
）︒

（
16
）  

栗
本
︑
前
掲
書
︑
一
五
八
頁
︒

（
17
）  K

im
, “W

om
en’s G

am
es in Japan,” pp. 171–176.

（
18
）  

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
著
︑
渡
部
宏
樹
他
訳
﹃
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ェ
ン
ス
・
カ
ル

チ
ャ
ー
︱
︱
フ
ァ
ン
と
メ
デ
ィ
ア
が
作
る
参
加
型
文
化
﹄
晶
文
社
︑
二
〇
二
一
年
︑

一
七
六
︱
一
七
九
頁
︒

（
19
）  

須
川
︑
前
掲
書
︑
一
五
五
︱
一
五
六
頁
︒

（
20
）  

小
川
仁
志
編
﹃
映
画
刀
剣
乱
舞
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹄
日
経
B
P
︑

二
〇
一
九
年
︑
九
七
頁
︒

（
21
）  

﹁
映
画
刀
剣
乱
舞
﹂
製
作
委
員
会
／N

IT
RO

 PLU
S

・EX
N

O
A LLC

﹃
映
画
刀
剣
乱
舞

-

黎
明-

﹄︒https://touken-the-m
ovie.jp/about/

（
参
照
二
〇
二
三
年
三
月
三
〇
日
）︒

（
22
）  

佐
藤
秀
明
﹃
三
島
由
紀
夫
︱
︱
悲
劇
へ
の
欲
動
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
二
〇
年
︑

一
八
三
︱
一
八
六
頁
︒

（
23
）  

柳
瀬
善
治
﹁「
憂
国
」︑
映
画
﹃
憂
国
﹄﹂
井
上
隆
史
他
編
﹃
三
島
由
紀
夫
小
百
科
﹄
水

声
社
︑
二
〇
二
一
年
︑
一
〇
四
︱
一
一
一
頁
︒

（
24
）  

青
海
健
﹃
三
島
由
紀
夫
と
ニ
ー
チ
ェ
﹄
青
弓
社
︑
一
九
九
二
年
︑
七
八
︱
九
八
頁
︒

（
25
）  

千
種
キ
ム
ラ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
﹃
三
島
由
紀
夫
と
テ
ロ
ル
の
論
理
﹄
作
品
社
︑

二
〇
〇
四
年
︑
三
〇
︱
三
一
頁
︒

（
26
）  

三
島
由
紀
夫
﹁
憂
国
﹂﹃
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
英
霊
の
聲
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑

一
〇
〇
頁
︒

（
27
）  
柳
瀬
善
治
﹃
三
島
由
紀
夫
研
究
︱
︱
﹁
知
的
概
観
的
な
時
代
﹂
の
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ

ン
﹄
創
言
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
八
一
︱
一
八
六
頁
︒

（
28
）  

マ
ル
ヴ
ィ
︑
前
掲
書
︑
一
三
二
頁
︒

（
29
）  

三
島
由
紀
夫
﹁
文
化
防
衛
論
﹂﹃
文
化
防
衛
論
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑
四
六
頁
︒

https://games.dmm.com/detail/tohken/
https://realsound.jp/tech/2021/08/post-835951.html
https://games.dmm.com/detail/tohken/
https://touken-the-movie.jp/about/
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（
30
）  
三
島
︑﹁
文
化
防
衛
論
﹂︑
五
三
頁
︒

（
31
）  
三
島
︑﹁
英
霊
の
聲
﹂︑
二
四
七
頁
︒

（
32
）  

三
島
︑﹁
文
化
防
衛
論
﹂︑
七
四
頁
︒

（
33
）  

柳
瀬
︑﹃
三
島
由
紀
夫
研
究
﹄︑
一
八
五
︱
一
八
六
頁
︒

（
34
）  

小
川
︑
前
掲
書
︑
九
七
頁
︒

（
35
）  

三
島
︑﹁
文
化
防
衛
論
﹂︑
四
八
頁
︒




